
蘭
渓
道
隆

の
出
身
地
に

つ
い
て
の

一
考
察

蘭
渓
と
い
う
道
号
を
踏
ま
え

舘

隆

志

は
じ
め
に
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蘭
渓
道
隆

(
一
二

=
二
～

=

一七
八
)
は
、
鎌
倉
中
期
の
渡
来
僧
で
あ
り
、
鎌
倉
建
長
寺
の
開
山
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

ハ
　

ウ

果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
く
、
鎌
倉
後
期
に
は
す
で
に
日
本
に
禅
が
弘
ま
る
契
機
に
な

っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
鎌
倉

末
期

に
著
さ
れ
た
伝
記
を
始
め
、
い
く
つ
も
の
伝
記
史
料
が
存
し
て
お
り
、
僧
伝
の
蒐
集
や
、
灯
史
の
編
纂
に
お
い
て
、
必
ず
と
い
っ
て

　
　

　

よ
い
ほ
ど
道
隆
の
伝
記
は
収
録
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

禅
僧
の
伝
記
は
、
基
本
的
に
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
灯
史
と
い
う
僧
伝
史
料
の
形
態
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
僧
侶

の
名
前
を
記
し
た
後

に
、
解
る
限
り
に
お
い
て
出
身
地
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
当
然
、
道
隆
の
伝
記
に
も
出
身
地
が
記
さ
れ
て
い
る
。

道
隆

の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
江
戸
期
ま
で
の
道
隆
の
伝
記
史
料
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「西
蜀
浩
江
」
と
し

て
表
記
し
て
い
た
た

　ヨ

　
め
、
当
該
地
が
道
隆
の
生
誕
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
通
称
で

「
円
鑑
図
」
と
呼
称
さ
れ
る
賛
文
の
中
で

　
れ

ヒ

「蜀

の
蘭
渓
に
生
ま
る
」
と
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
建
長
寺
所
蔵

「西
来
庵
修
造
勧
進
帳
」
の
中
で
、
道
隆
を

「大
唐
蜀

の
蘭
渓
の
人
な
り
。

尊
号
亦
た
蘭
渓
」
と
記
し
て
い
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
史
料
が
提
示
さ
れ
た
以
降
も
、
道
隆
の
出
身
地
と
し
て

「蘭
渓
」
と
記
し
た
伝
記
史
料
は
な
か

っ
た
。
あ
く
ま

で
、
基
本
的
に
は
道
隆

の
出
身
地
は

「西
蜀
浩
江
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
建
長
寺
に
残
る
史
料
か
ら
は
、
建
長

寺
に
お
い
て
道
隆
は
西
蜀
の
蘭
渓
の
出
身
と
し
て
伝
承
、
あ
る
い
は
理
解
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

近
代
に
入
り
、
禅
宗
史

の
研
究

の
中
で
建
長
寺
や
蘭
渓
道
隆

の
研
究
が
行
な
わ
れ
る
が
、
全
体
的
に
み
れ
ば
決
し

て
多
く
の
研
究
が
な

さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
蘭
渓
道
隆
に
つ
い
て
も
、
そ
の
人
物
に
焦
点
を
あ
て
て
研
究
し
た
人
に
後
述
す
る
今
井
福
山
氏
が
お
り
、

ハ
ら

　

ま
た
唯

一
総
合
的
な
成
果
と
し
て
、
高
木
宗
鑑

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
が
存
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
ー
』
の
中
で
、
道
隆

の
出
身
地
を

「西
蜀
漕
江
」
と
理
解
し
た
上
で
、
『大
清

一
統
志
』
巻
三

=
二

　
　

　

に

「浩
江
故
城
」
と
記
さ
れ
た
場
所
を
指
し
、
そ
れ
は
四
川
省
綿
陽
の
近
く
に
当
た
る
場
所

で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

　
ア

　

場
所
を
今
井
福
山
氏
が
示
し
た

「蘭
渓
邑
」
で
あ
る
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
四
川
省
綿
陽
に
ほ
ど
近
い

「
蘭
渓
邑
」
が
道
隆

の

出
身
地
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な

っ
た
。
ち
な
み
に
、
綿
陽
に
浩
江
が
流
れ
て
お
り
、
か
つ

「西
蜀
浩
江
」
と
い
う
表
記
と
、

　
　

　

綿
陽

か
ら
そ
う
遠
く
な
い
成
都
の
大
慈
寺
で
道
隆
が
得
度
し
た
と
い
う
記
事
か
ら
、

一
見
し
た
だ
け
で
は
地
理
的
な
矛
盾
点
が
み
ら
れ
な

い
綿
陽
説
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
き
、
道
隆
は
、
四
川
省
綿
陽
の
近
く
、
「蘭
渓
邑
」
の
出
身
と

い
う
認
識
が
、
つ
い
最

ハ
　

　

近
ま
で

一
般
的
で
あ

っ
た
。
こ
の
情
況
に
変
化
を
与
え
た
の
が
、
拙
稿

「蘭
渓
道
隆
の
霊
骨
器
と
遺
偶
」
で
あ
り
、
道
隆
の
霊
骨
器
に
刻

ま
れ
て
い
る
銘
文
こ
そ
が
、
道
隆

の
最
も
古

い
伝
記
史
料
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
霊
骨
器
に
は
、
数
百
年
前
か
ら
忘
れ
ら
れ
て

い
た
道
隆
の
遺
偶
が
刻
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ

っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
道
隆
の
出
身
地
を

「西
蜀
漕
州
」

と
記

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　り

　

こ
の
霊
骨
器
は
、
江
戸
期
に
発
見
さ
れ
、
銘
文
の
内
容
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
た
め
、
公
表
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
当
時
は

「西
蜀
浩
江
」
と

「
西
蜀
浩
州
」
の
相
違
は
問
題
に
さ
れ
な
か

っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
霊
骨
器
の
記
述
は
、
道
隆

の
寂
後



一
年

で
刻
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
際
に
は
同
郷
出
身
の
義
翁
紹
仁

(
一
二

一
七
～

一
二
八

一
)
が
存
命
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
名

に
つ
い
て
の
記
述
は
後
の
伝
記
史
料
よ
り
も
正
確
と
考
え
、
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
そ
の
相
違
を
重
視
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

そ

の
結
果
、
綿
陽
の
辺
り
を

「渚
州
」
と
述
べ
て
い
る
記
述
は
存
し
な
く
、
現
在
で
い
う
重
慶
市
浩
陵
区
の
辺
り
を

「
漕
州
」
と
称
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
「
西
蜀
」
と
い
う
の
は
四
川
省

の
別
名
で
あ
る
た
め
、
重
慶
市
と
い
う
と
少
し
ば
か
り
の
違
和
感
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
現
在
の
行
政
区
分
で
あ
り
、
か
つ
て
は
重
慶
市
は
四
川
省
に
含
ま
れ
、
ま
た

「西
蜀
」
と
も
称

し
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
最
も
古
い
伝
記
史
料
に
あ
る

「漕
州
」
の
表
記
を
重
ん
じ
る
必
要
性
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

　
け

　

こ
の
際
、
共
に

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
の
訳
注
を
作
成
し
て
い
た
彰
丹
氏
に
助
言
を
求
め
、
中
国
に
お
け
る
調
査
を
お
願

い
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。
日
中
比
較
文
化
の
研
究
者
で
あ
る
彰
丹
氏
は
、
重
慶
市
の
出
身
で
あ
り
、
最
も
相
応
し
い
研
究
者
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ

ハ
ほ

　

れ
ら

の
成
果
は
、
彰
丹

「浩
州
行
-
蘭
渓
道
隆
の
生
地
を
た
ず
ね
て
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に
居
て
は
決
し
て
で
き
得
な
い
、

貴
重
な
成
果
と
な

っ
て
い
る
。
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「蘭
渓
邑
」

の
問
題
点
と
俗
姓

「再
氏
」

こ
れ
ま
で
の

「蘭
渓
邑
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。
こ
の

「蘭
渓
邑
」
と
い
う
の
は
、
今
井
福
山
氏
の

説
に
基
づ
き
、
そ
の
記
述
を
受
け
て

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
i
』

の
中
で
、
お
お
ま
か
な
所
在
地
を
検
証
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
そ

の
研
究
と
し
て
の
嗜
矢
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
今
井
福
山
氏

の
著
述
以
前
に
は
、
「
蘭
渓
邑
」
と

い
う
記
述
は
、

一
つ
も
存
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
今
井
福
山
氏

は
、
こ
の

「蘭
渓
邑
」
の
出
典
を
明
記
は
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く

「大
覚
禅
師

の
九
州
開
法
時
代
の
建
長
寺
古
記
録
は
先
年
の
関
東
大

　
ほ

　

震
災

に
罹
り
て
殆
ん
ど
埋
失
し
去
り
」
と
あ
る

「古
記
録
」
が
出
典
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
史
料
類
は
関
東
大
震
災
で
全
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て
埋
失
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
建
長
寺
に
は
江
戸
期
に
確
認
さ
れ
た
文
書

.
宝
物
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
伝
わ

っ
て
い
る

ハ
け

　
し
、
そ
の
他
に
も
震
災
前
か
ら
の
数
多
く
の
文
書

・
宝
物
が
伝
来
し
て
い
る
。
今
井
福
山
氏
の
閲
覧
し
た
史
料
の
み
が
、
全
て
埋
失
し
て

し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
と

い
う
問
題
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
あ

　

こ

の
よ
う
な
、
今
井
福
山
氏
の

一
連
の
著
述

・
研
究
に
疑
義
を
呈
し
た
の
が
小
栗
隆
博
氏
で
あ
り
、
今
井
福
山
氏
の

一
連
の
著
述

.
研

究
に
際
し
て
提
示
し
た
史
料
群
が
、
実
際
に
は
も
と
か
ら
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ

　
め

ね
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

「蘭
渓
邑
」
と
い
う
記
述
そ
の
も
の
に
疑
義
を
呈
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
点
で
は
、
今
井
福
山
氏
の
研
究
は
、
建
長
寺
や
道
隆
の
研
究
に
お

い
て
数
少
な
い

成
果

で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
は
多
く
の
点
で
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
今
井
福
山
氏
の
説
を
取
る
こ
と
と

な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
他
の
道
隆
の
伝
記
史
料
に
は
、
ま

っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
し

　
り

　

ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も

の
の

一
つ
が
、
道
隆
の
出
身
地
を

「蘭
渓
邑
」
と
す
る
記
事
で
あ
り
、
結
果
と
し
て

「西
蜀
浩
江
」

の

「蘭
渓
邑
」
を
探
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も

「蘭
渓
邑
」
と
表
記
す
る
明
治
以
前
の
史
料
は
、

一
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
最
古
の
伝
記

史
料

に

「西
蜀
浩
州
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
重
慶
市

の
辺
り
を
指
す
の
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
綿
陽
の
辺
り
で
す
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
情
況
を
鑑
み
れ
ば
、
以
後

の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の

「蘭
渓
邑
」
と

い
う
表
記
に
つ
い
て
は
、
簡
単

に
用

い
る
べ
き
で

な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

か

つ
て
、
建
長
寺

で
は
西
蜀

(四
川
省
)
辺
り
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
た

「蘭
渓
」
の
調
査
を
中
国
に
依
頼
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
建
長

寺
の
第

一
回

「大
覚
禅
師
遺
蹟
巡
拝
団
」
が
昭
和
五
十
七
年

(
一
九
八
二
)
に
始
ま
る
か
ら
、
そ
の
頃
の
こ
と
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
昭
和

六
十

一
年

(
一
九
八
六
)
の
第
五
回

「大
覚
禅
師
遺
蹟
巡
拝
団
」
の
際
に
、
重
慶
か
ら
五
時
聞
、
舟
で
山
峡
下
り
を

し
て

「浩
陵
」
に
案

内
さ
れ
て
い
る
。
現
地
の
案
内
役
が
不
在
で
あ

っ
た
た
め
、
舟
か
ら
は
下
り
ず
船
上
の
み
で
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
の



『輝 學研 究』第94號,2016年3月33

一
団
は
、
「西
蜀
浩
江
」
と
い
う
記
事
か
ら
、
現
地

の
人
た
ち
に
四
川
省
重
慶
市
漕
陵

(現
在
の
重
慶
市
浩
陵
区
)
に
案
内
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
当
時
は
四
川
省
で
あ

っ
た
が
、
重
慶
市
は
平
成
九
年

(
一
九
九
七
)
に
直
轄
市
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は

こ
の
時
点
で
、
中
国
の
人
た
ち
は

「西
蜀
漕
江
」
と

い
う
記
事
か
ら
重
慶
市
の

「漕
陵
」
に
辿
り

つ
い
て
お
り
、
建
長
寺
も
そ
れ
を
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ

の
後
、
建
長
寺
は
さ
ら
な
る
調
査
を
願
い
、
当
地
に
調
査
の
依
頼
の
手
紙
を
出
し
て
い
た
。
そ
の
手
紙
を
受
け
て
、
浩
陵
の
地
誌
研

究
者

で
あ
る
蒲
国
樹
氏
が
調
査
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
建
長
寺
に
伝
わ
る
こ
と
は
な

く
、
彰
丹
氏
が
中
国
に
お
け
る
調
査
を
し
た
際
に
、
は
じ
め
て
浩
陵
区
に
て
調
査
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
元
年

(
一
九
八
九
年
)
に
刊
行
さ
れ
た

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
で
は
、
浩
陵
に
案
内
さ
れ
た
こ
と
を
知
り

つ
つ
も
、
綿
陽
の
辺
り
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
解
を
提
示
さ
れ
、
以
後
、
こ
の
綿
陽
説
は
建
長
寺
の
公
式
見
解
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
結
果
、
建
長
寺
内
で
伝
え
ら
れ
た

「
漕
陵
」
と
い
う
地
名
を
外
部
の
研
究
者
は
知
る
す
べ
を
持
た
ず
、
研
究
者
も
綿
陽
説
を

建
長
寺
の
公
式
見
解
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
ー
』
よ
り
前
に
綿
陽
説
を
唱
え
た
も
の
が
無

い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
説
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う

、
建
長
寺
で
は
綿
陽
の
辺
り
に
あ
る
と
さ
れ
た

「蘭
渓
邑
」
を
探
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
の
ち
の

「
大
覚
禅
師
遺
蹟
巡
拝

団
」

で
は
、
綿
陽
の
そ
ば
の

「蘭
渓
」
と

い
う
小
さ
な
小
川
に
案
内
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
場
所
こ
そ
が
道
隆

の
出
身
地
と
し
て
認
識
さ
れ
、
研
究
者
も
そ
れ
を
伝
え
聞
く
こ
と
で
綿
陽
の
辺
り
が
道
隆
の
生
地
で
あ
る
と
理
解
し
た

の
で
あ
る
。

道
隆
の
俗
姓
を

「再
氏
」
と
い
う
。
「霊
骨
器
銘
之
写
」
に
も

「再
氏
」
と
あ
り
、
『元
亨
釈
書
』
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
伝
記
史
料
で

　　

あ

り

「再

氏

」

と

記

さ

れ

て

い
る
。

そ

も

そ

も

、
道
隆

は

『蘭

渓

和

尚

語

録

』

の
中

で

「
再

和

尚

」

と

述

べ

て

い
る

よ
う

に

、
門
弟

た

ち

に
と

っ

て
も

、

道

隆

が

「
再

氏

」

で
あ

っ
た

こ
と

は

、

周

知

の

こ
と

で
あ

っ
た

と

み
ら

れ

る
。

ち

な

み

に
、

こ

の
時

に

は
、

案

内

さ

れ
た

綿

陽

の

辺

り

の

「蘭

渓

」

の
近

く

に

は
、

「
再

氏

」

の

一
族

は
残

っ
て

い
な

か

っ
た

と

い
う

。
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道
隆
の
出
身
地
と

「
浩
州
」
に
つ
い
て

そ

こ
で
、
「浩
州
」
と

い
う
記
述
か
ら
、
道
隆
の
出
身
地
と
想
定
さ
れ
た
重
慶
市
浩
陵
区
の
辺
り
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
以
下
、
彰

丹
氏

の
調
査
を
参
考
に
さ
せ
て
頂

い
た
。

前
述

の
研
究
史
に
追
加
す
べ
き
こ
と
で
も
あ
る
が
、
「霊
骨
器
」
に
関
す
る
論
文
発
表

の
経
緯
か
ら
、
彰
丹
氏
が
中
国
に
お
け
る
調
査

を
行

な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
調
査
で
、
は
じ
め
て
中
国
に
お
い
て
道
隆
が
如
何
な
る
理
解
を
な
さ
れ
て
い
る
か
知

る
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
道
隆

の
出
身
地
と
し
て
、
日
本
で
は

「西
蜀
浩
江
」
と
い
う
記
述
と
、
『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
-
』

の
説
を
受
け
て
、

綿
陽

の
辺
り
と
い
う
認
識
が

一
般
的
で
あ

っ
た
が
、
中
国
で
は
重
慶
市
浩
陵
区
の
辺
り
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
日
本
と
中
国
の
認
識

が
異
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
述
の
建
長
寺

の
調
査
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
中
国
で
は
事
前
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
「
西
蜀
浩
江
」
と

い
う
記
述
か
ら

「
浩

陵
」
を
建
長
寺
に
示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
に

『建
長
寺
史
i
大
覚
禅
師
伝
1
』
が
刊
行
さ
れ
、
浩
陵
説
を
載
せ
る
こ
と

な
く
綿
陽
説
が
採
ら
れ
た
結
果
、
日
本
に
お
い
て
は
綿
陽
説
の
み
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
人
が

「西
蜀
浩
江
」
か
ら
綿
陽
の
辺
り
の
地
名
と
推
定
し
た
理
由
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た
、
道
隆
が

「成
都
大
慈
寺
」

で
出
家
し
、
綿
陽
に
は
浩
江
が
流
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
近
く
で
あ
る
こ
と
は
、
正
当
性
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「西
蜀
浩
江
」
の
蘭
渓
が
綿
陽
の
近
く
と
い
う
推
定
は
、
あ
く
ま
で
日
本
人
の
地
理
感
覚
に
基
づ
く
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
の
土
地
の
人
々
は
、
こ
の
記
述
か
ら
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
か

っ
た
。
そ
う
し
て
、
「
西
蜀
浩
江
」
と

い
う

の
は
、
重
慶
市
浩
陵
区
の

辺
り
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
成
果
は
、
日
本
で
は
建
長
寺
以
外
で
は
生
か
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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し

　
　

そ
も
そ
も
、
「浩
江
」
と

い
う
地
名
は
極
め
て
紛
ら
わ
し

い
。
現
在
、

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る

「漕
江
」
(浩
江

A
)
は
、
嘉
陵
江
の

支
流

で
あ
り
、
四
川
省
北
部
か
ら
綿
陽
辺
り
を
通
り
、
嘉
陵
江
に
合
流
す
る
全
長
七
〇
〇
キ
ロ
に
も
及
ぶ
巨
大
な
河
川
の
事
を
指
す
。
「浩

ハ
の

ヒ

江
」

(浩
江
A
)
と
嘉
陵
江
の
合
流
す
る
こ
の
場
所
を
、
河
川
が
合
わ
さ
る
地
名
と
し
て

「合
州
」
と
言
う
が
、
「合
州
」
は
後
に

「浩
陵

郡
」
に
含
ま
れ
、
現
在

の
行
政
区
分
と
し
て
は
重
慶
市
合
川
区
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
「浩
江
」
(浩
江
A
)
が
合
流
し
た

「嘉
陵
江
」
も

重
慶

の
中
心
地
で
長
江
に
合
流
す
る
。

こ

の

「嘉
陵
江
」
が
合
流
し
た

「長
江
」
は
、
そ
の
後
、
九
〇
キ
ロ
く
ら

い
下
流
の
浩
陵

(現
在
の
重
慶
市
浩
陵
区
)
で
南
方
か
ら
流

れ
る
大
き
な
河
川
と
合
流
す
る
。
こ
の
河
川
は
、
現
在

「鳥
江
」
と
言

い
重
慶
の
南
の
貴
州
省
か
ら
流
れ
漕
陵
区
の
辺
り
で
長
江
に
合
流

し
て

い
る
が
、
旧
名
を

「浩
江
」
(漕
江
B
)
と

い
㍗

「浩
江
」
(漕
江
B
)
と

「長
江
」
の
合
流
す
る
浩
陵
は
・
か

つ
て

「
浩
州
」
と

称
さ
れ
、
現
在
で
も
浩
陵
の
別
称
は

「漕
州
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
お

　

そ
も
そ
も
、
「
浩
江
」
(浩
江
B
)
の
流
れ
る
辺
り
は
、
巴
国
先
王
の
陵
墓
が
存
し
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
故
に

「浩
陵
」
と
名
付
け
ら

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
所
在
地
は
二
千
年
以
上
の
長
い
年
月
の
中
で
、
三
度
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

は
じ
め
、
「浩
江
」
(浩
江
B
)
の
東
岸
辺
り
に
置
か
れ
た

「浩
陵
郡
」

(宋
代
の
紹
慶
府
で
、
現
在
の
重
慶
市
彰
水

辺
り
)
は
、
南
北

朝
時
代

の
宋
に
お
い
て
、
そ
の
西
岸
に
移
る

(宋
代
の
浩
州
で
、
現
在
の
重
慶
市
浩
陵
区
)。
と
こ
ろ
が
、
階
代
に
は
さ
ら
に
西
に
移
り

(宋
代

の
合
州
で
、
現
在

の
重
慶
市
合
川
区
)、
そ
こ
で

「浩
陵
郡
」
か
ら

「浩
州
」
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
変
更
さ
れ
た
名

　　

称
の
ま
ま
再
び
唐
代
に
東
に
戻
り

(宋
代
の
浩
州
で
、
現
在
の
重
慶
市
漕
陵
区
)、
以
後
、
「漕
州
」
の
地
名
が
踏
襲
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

か

つ
て
重
慶
市
は
四
川
省

の
行
政
区
分
で
あ
る
が
、
そ
の
重
慶
市
の
中
に
二
つ
の

「漕
江
」
が
あ
り
、
「
漕
陵
」
も
二

つ
あ
る
こ
と
に
な

る
。し

た
が

っ
て
、
歴
史
上
、
「漕
陵
郡
」
の
呼
称
は
、
三
カ
所
に
存
在
し
て
お
り
、
「浩
州
」
の
呼
称
は
ニ
カ
所
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
に

　
お

　

な
る
。
浩
陵
郡
と
浩
州
の
名
称
の
遍
歴
を
挙
げ
れ
ば
左
記
の
よ
う
に
な
る
。
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府
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浩
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合
州
…
現
在
の
重
慶
市
合
川
区
。

紹
慶
府
…
現
在
の
重
慶
市
彰
水
苗
族
土
家
族
自
治
県
。

浩
州
…
現
在
の
重
慶
市
漕
陵
区
。

解
り
や
す
く
言

い
換
え
れ
ば
、
階
朝
の
行
政
区
分
と
し
て
の

「浩
州
」
は
、
現
在

の
合
川
区

(か
つ
て
の
合
州
)
に
当
た
る
場
所
で
あ

　め

　
る
。

一
方
、
唐
朝
の
行
政
区
分
と
し
て
の

「渚
州
」
は
現
在
の
浩
陵
区
に
当
た
る
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
隆

の
時
代
、
す
な
わ
ち

宋
代

の
場
合
、
「浩
州
」
と
は
現
在
の
浩
陵
区
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　む

た
と
え
ば
、
「相
思
寺
」
を

「浩
州
相
思
寺
」
と
称
す
例
が
あ
り
、
こ
の

「相
思
寺
」
は
現
在
は

「緒
雲
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
重
慶
市

を
代
表
す
る
古
刹
で
あ
り
合
川
区
に
存
し
て
い
る
。
場
所
と
し
て
は

「浩
江
」
が

「嘉
陵
江
」
に
合
わ
さ

っ
て
後
、
二
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
所

で
あ
る
が
、
こ
こ
を

「浩
州
」
と
称
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
階
代
の
呼
称
に
拠
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
の
距
離
で
言
え
ば
、
「
渚
江
」
(浩
江
A
)
と

「浩
江
」
(浩
江
B
)
を
日
本
で
例
え
る
な
ら
ば
、
東
京
都
の
多
摩
川
と
静
岡
県
の

河
野
川
ほ
ど
に
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「浩
江
」
(浩
江
A
)
と

「浩
江
」

(浩
江
B
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
時
代
に

「浩
州
」

と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

拙
論
に
て

「霊
骨
器
之
銘
」
に

「浩
州
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
際
、
中
国
の
最
近
の
諸
説

の
中
で
、
す
で
に

「
西
蜀
浩
江
」
か
ら
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重
慶
市
浩
陵
区
の
辺
り
と
導
き
出
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
「西
蜀
漕
州
」
と
い
う
表
記
か
ら
重
慶
市
浩
陵
区
を
導
き

出
し
た
私
と
は
異
な
り
、
「
西
蜀
浩
江
」
か
ら
で
あ

っ
て
も
重
慶
市
浩
陵
区
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
驚
き
で
あ

っ
た
。
恐
ら
く
、
日

本
人

に
は
解
ら
な

い
、
そ
の
土
地
の
人
だ
け
が
知
り
得
る
感
覚
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
重
慶
市
浩
陵
区
と
書
く
こ
と
を
後
押
し
す
る

こ
と
と
な

っ
た
。

そ
し
て
、
彰
丹
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
、
現
在
の
中
国
に
お
い
て
は
、
道
隆
の
生
誕
地
が
重
慶
市
浩
陵
区
の
辺
り
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
数
十
年
の
時
を
経
て
、
中
国
と
日
本
の
研
究
成
果
が
合
致
し
た
の
で
あ
る
。

重
慶
市
浩
陵
の
地
誌
研
究
者
で
あ
る
蒲
国
樹
氏
に
と

っ
て
、
道
隆
の
出
身
地
を
浩
陵
区
と
す
る
決
め
手
と
な

っ
た

の
は
、

一
九
九
八
年

に
浩
州

(現
在
の
重
慶
市
漕
陵
区
)
藺
市
か
ら
、
南
宋
淳
煕
十

一
年

(
一
一
八
五
)
に
亡
く
な
っ
た
再
隠
君
の
墓
志
銘

「再
隠
君
墓
志
銘
」

　　

が
出

土
さ
れ
、
道
隆
が
西
蜀
に
生
ま
れ
た
頃
、
確
か
に
こ
の
地
方
に

「再
氏
」
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ

っ
た
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
こ
の
地
で
再
氏
が
活
躍
し
て
い
た
痕
跡
が
残

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
藺
市
に
は
こ
の
今
日
も

「再
」

　　

姓
を
持

つ
人
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
参
考
な
が
ら
、
藺
市
に
は

「再
家
泥
」
と

い
う
地
名
が
あ
る
。

「
蘭
渓
」

に

つ
い
て

前

述
し
た
よ
う
に
、
道
隆

の
道
号

「蘭
渓
」
が
、
地
名
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
古

い
記
録
と
し
て
は
、
建
長
寺

に
所
蔵
さ
れ
る
、
通

ハ
　

　

称
で

「円
鑑
図
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の

一
軸
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
元
僧
の
楚
石
梵
碕

(
一
二
九
六
～

=
二
七

〇
)
の
賛
文
が
収
録

さ
れ
て
お
り
、

生
二
蜀
之
蘭
渓
一、
即
以
為
レ
号
。
出
二宋
之
澗
水
一、
謂
称
二
飽
参

一。
姑
蘇
双
塔
見
三
無
明
老
人
挙
二
牛
過
窓
棉

一
而
透
徹
。
盧
山
帰
宗

夢
二張
公
水
部

一、
願
下
身
随
二
瓶
鉢

一以
護
持
上
。
得
二
控
杖
於
異
僧

一、
感
二
天
童
之
護
法

↓。
及
レ
開
二
日
本
巨
福

一、
王
臣
敬
崇
。
屡
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坐
二
名
藍
道
場
一、
柄
子
囲
邊
使
二
松
源
慧
灯
不
τ夜
、
播
二
大
覚
遺
教
無
窮

一。
茶
毘
示
二末
後
浬
桀

一、
舎
利
入
二
西
来
翠
堵

一。
嘱
二

平
太
守
一相
二
見
於
鏡
中
一、
果
賭
二
聖
観
音
】、
毎
彰
二
於
身
後
一。
堂
々
大
道
、
査
鹿
清
規
、
付
二
之
的
子
親
孫

一、
仰
若
二泰
山
北
斗

一

者
也
。
日
本
国
巨
福
山
建
長
禅
寺
開
山
第

一
代
祖
、
大
覚
禅
師
蘭
渓
道
隆
和
尚
遺
像
、
遠
孫
比
丘
元
志
侍
者
求
レ
賛
。
至
正
丙
午
春
、

　む

嘉
興
路
在
城
報
恩
光
孝
禅
寺
前
住
山
楚
石
道
人
梵
碕
敬
書
。

ほ
う
さ
ん

[訓
]
蜀
の
蘭
渓
に
生
る
、
即
ち
以
て
号
と
為
す
。
宋

の
渕
水
を
出
で
、
謂
て
飽
参
と
称
す
。
姑
蘇
の
双
塔
に
無

明
老
人
の
牛
過
窓

棉
を
挙
す
る
を
見
て
透
徹
す
。
盧
山
の
帰
宗
に
て
張
公
水
部
を
夢
み
て
、
身
を
瓶
鉢
に
随
て
以
て
護
持
せ
ん
こ
と
を
願
ふ
。
控
杖
を

し
ば

の

っ
す

い
き

ょ
う

異
僧
に
得
て
、
天
童
の
護
法
を
感
ず
。
日
本
巨
輻
を
開
く
に
及
び
て
、
王
臣
敬
崇
す
。
屡
し
ば
名
藍
の
道
場
に
坐

し
、
柄
子
囲
邊
し

し

松
源
の
慧
灯
を
し
て
夜
な
ら
ざ
ら
し
め
、
大
覚
の
遺
教
を
無
窮
に
播
く
。
祭
毘
す
る
に
末
後
の
浬
樂
を
示
し
、
舎

利
を
西
来

の
窒
堵

み

び

び

に
入
る
。
平
太
守
に
嘱
し
て
鏡
中
に
相
見
す
る
に
、
果
し
て
聖
観
音
を
賭
て
、
毎
に
身
後
に
彰
は
る
。
堂
々
た
る
大
道
、
査
査
た
る

清
規
、
之
を
的
子
の
親
孫
に
付
し
、
仰
ぎ
て
泰
山
北
斗
の
若
く
な
る
者
な
り
。
日
本
国
巨
福
山
建
長
禅
寺
開
山
第

一
代

の
祖
、
大
覚

禅
師
蘭
渓
隆
和
尚
の
遺
像
に
、
遠
孫
比
丘
元
志
侍
者
賛
を
求
む
。
至
正
丙
午
の
春
、
嘉
興
路
在
城
の
報
恩
光
孝
禅
寺

の
前
住
山
楚
石

道
人
梵
碕
、
敬
て
書
す
。

○
渕
水
…
断
水
。
現
在
の
漸
江
省
。
○
飽
参
…
十
分
に
会
得
す
る
こ
と
。
○
姑
蘇
…
現
在
の
江
蘇
省
蘇
州
市
。
○
双
塔
…
蘇
州
府

　　

　　

城
の
双
塔
寺

の
こ
と
。
○
無
明
老
人
…
臨
済
宗
松
源
派
の
無
明
慧
性

(
=

六
〇
～

一
二
一二
七
)
の
こ
と
。
○
牛
過
窓
橘
…

「牛
過

う
あ

り

　あ

　

ヨ
お

り

窓
棉
」
の
公
案
。
○
盧
山
帰
宗
…
盧
山
の
帰
宗
寺
の
こ
と
。
○
張
公
水
部
…
祠
山
大
帝
の
こ
と
。
○
瓶
鉢
…
瓶
は
浄
水
を
入
れ
る
器
。

鉢
は
応
量
器
で
、
僧
侶
が
常
に
所
持
す
る
食
器
の
こ
と
。
と
も
に
大
乗
仏
教
の
比
丘
が
常
備
す
べ
き
十
八
種
の
法
具
の

一
つ
。
○

　ぼ

天
童
…
明
州

(漸
江
省
)
鄭
県
の
太
白
峰
天
童
山
景
徳
禅
寺
の
こ
と
。
○
囲
邊
…
周
囲
を
回
っ
て
礼
拝
す
る
。
敬
意
を
も

っ
て
囲

　お

ヒ

む
。
○
松
源
…
臨
済
宗
虎
丘
派

(松
源
派
祖
)
の
松
源
崇
嶽

(
一
=
二
二
～

一
二
〇
二
)
の
こ
と
。
○
無
窮
…
果
て
し
な
い
こ
と
。

永
遠
。
無
限
。
○
泰
山
北
斗
…
泰
山
と
北
斗
星
の
こ
と
。
大
家
と
し
て
仰
ぎ
尊
ば
れ
る
人
。
○
嘉
興
路
…
漸
江
省
の
嘉
興
路

の
こ
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り

と
。
○
報
恩
光
孝
禅
寺
…
杭
州

(漸
江
省
)
の
浄
慈
寺

の
こ
と
。

と
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
楚
石
梵
碕
は
、
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
道
隆

の
法
孫
、
元
志
侍
者

の
求
め
に
応
じ
て
、
至
正
二
十
六
年

(
一
三
六
六
)
に
道
隆
が
所
持
し
て
い
た
鏡
の
図
に
賛
し
て
お
り
、
こ
の
南
北
朝
期
の
写
し
と
み
ら
れ
る
も
の
が
建
長
寺
に
伝
わ

っ
て
い

る
。

あ
　

楚
石
梵
碕
は
明
州

(漸
江
省
)
象
山
の
人
で
あ
る
か
ら
、
蜀
の
地
名
に
は
詳
し
く
は
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
僧
か
ら
の
情
報

に
基
づ

い
て

「生
二
蜀
之
蘭
渓
一、
即
以
為
レ
号
」
と
記
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
南
北
朝
期
に
は

「蘭
渓
」
は
出

身
地
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
の
上
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
蘭
披
景
藍

(
一
四

一
九
～

一
五
〇

一
)
の
漢
詩
集

『雪
樵
独
唱
集
』
四

「説
」
の

「大
川
説
」
に
よ
れ
ば
、
九
州
肥
後
の
大
川

済
と

い
う
名
の
禅
僧
が
、
弟
子
を
京
都
に
使
わ
し
て
蘭
披
景
藍
に
自
身
の
道
号
に
因
ん
だ

「道
号
説
」
を
求
め
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
際
、
蘭
披
景
藍
は
、
「大
川
」
と
い
う
道
号
に

「川
」
字
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
漢
詩
中
に

「蘭
渓
」
に
ま

つ
わ

る
話
を
例
示
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
大
川
済
は
大
覚
派
の
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
記
述
を
紹
介
し
て
み
る
と
、

藪
有
二
諦
済
者

一、
字
レ
之
為
二
大
川
一。
其
徒
之
以
レ
事
来
レ
洛
者
、
携
二
小
軸

一要
レ作
レ
説
。
轍
告
レ
之
。
獄
叢
氏
之
国
、
有
レ
山
日
レ
眠
、

有
レ
渓
日
二
蘭
渓

一、
其
水
注
而
不
レ
已
。
自
レ渓
祖
レ
谷
、
自
レ
谷
祖
レ
川
、
然
後
成
二名
川
一者
三
百
、
成
二
支
川
↓
者
三
千
、
入
二
干
江

之
西
、
干
湖
之
南
、
干
海
外
扶
桑
之
東
一、
送
二
沃
レ
日
酒
レ
天
之
濤

一、
何
其
蘭
渓
之
盛
如
レ
斯
也
耶
。
両
朝
分
レ
身
之
師
大
覚
祖
、
其

　
む

ち

地
産
而
、
取
以
為
レ
称
、
蓋
慕
二
藺
於
臨
済
也
一。
(後
略
)

[訓
]
藪
に
諦
済
と
い
う
者
有
り
、
之
に
字
し
て
大
川
と
為
す
。
其
の
徒
の
事
を
以
て
洛
に
来
た
る
者
、
小
軸
を
携
え
て
説
を
作
ら

す
な
わ

さ
ん
そ
う

ん
こ
と
を
要
す
。
轍
ち
之
に
告
ぐ
。
獄
叢
氏
の
国
、
山
有
り
て
眠
と
日
い
、
渓
有
り
て
蘭
渓
と
日
い
、
其
の
水
注
ぐ
も
巳
ま
ず
。
渓

よ

は
じ

よ

は
じ

自
り
谷
祖
ま
り
、
谷
自
り
川
祖
ま
り
、
然
る
後
、
名
川
と
成
る
者
は
三
百
、
支
川
と
成
る
者
は
三
千
、
江
の
西
、
湖
の
南
、
海
の
外

そ
そ

あ
つ

な
み
ほ
と
ば
し

扶
桑
の
東
に
入
り
、
日
に
沃
ぎ
て
天
に
酒
ま
る
の
濤

送

る
、
何
ぞ
其
の
蘭
渓

の
盛
ん
に
斯
の
如
く
な
ら
ん
や
。
両
朝
に
身
を
分
け
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け

り

ん

ぼ

る
の
師
、
大
覚
祖
、
其
の
地
の
産
に
し
て
、
取
り
て
以
て
称
と
為
す
、
蓋
だ
し
臨
済
を
藺
慕
す
る
な
り
。

○
獄
叢
…
蜀
王

の
先
祖
。
蜀
の
地

の
異
称
。
○
慕
藺
…
賢
者
を
敬
慕
す
る
こ
と
。
司
馬
相
如
が
藺
相
如
を
敬
慕
し
た
こ
と
か
ら

(
『史
記
』
「
司
馬
相
如
」
)。

と
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
蘭
渓
は
蜀
の
渓
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
名
川
と
な

っ
た
の
は
三
百
、
支
流
と
な

っ
た
も
の
が
三
千
あ

っ
た
と
さ

れ
、
そ
の
水
は
日
本

の
東
ま
で
届
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
道
隆
が
蜀
か
ら
日
本
の
鎌
倉
ま
で
行

っ
て
布
教
し
、
そ

の
門
流
が
盛
ん
に

な

っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
表
現
と
み
ら
れ
、
こ
れ
を
も

っ
て
蘭
渓
が
如
何
な
る
渓
谷
で
あ

っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、

「大
覚

祖
、
其
の
地

の
産
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
道
隆
を
蜀
に
あ
る

「蘭
渓
」
の
産
れ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と

は
確
認
さ
れ
る
。

五
山
文
学
を
代
表
す
る

一
人
の
蘭
披
景
藍
が
、
「蘭
渓
」
を
道
隆
の
出
身
地
と
し
て
理
解
し
て
い
る
以
上
、
道
隆
の
出
身
地

「蘭
渓
」
は

中
世
禅
林
で
は
あ
る
程
度
は
知
ら
れ
て
い
た
情
報
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

こ

の
漢
詩
中
に
、
道
隆
が

「臨
済
」
を
敬
慕
し
た
た
め
に

「蘭
渓
」
と
号
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
濾
泥
河
に
臨
む

こ
と
か
ら
臨
済
と
名
づ
け
ら
れ
た
臨
済
院
、
そ
の
臨
済
院
に
義
玄
が
住
し
た
こ
と
か
ら
臨
済
と
号
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
道
隆
は
臨
済

義
玄
を
敬
慕
し
た
こ
と
か
ら
、
河
川

(渓
)
名
に
因
ん
で

「蘭
渓
」
と
名
づ
け
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
他
に
見

ら
れ
な
い
が
、
道
隆

の
道
号
の
伝
承
を
示
す
事
例
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。

そ

の
二
つ
の
史
料
の
後
に
、
「蘭
渓
」
を
出
身
地
と
す
る
記
録
は
永
正
十
三
年

(
一
五

一
六
)
に
記
さ
れ
た

「西
来
庵
修
造
勧
進
帳
」

に
な
る
。
建
長
寺
西
来
庵
を
修
造
す
る
た
め
の

「勧
進
帳
」
に

「蘭
渓
」
が
出
身
地
と
明
記
さ
れ
た
以
上
、
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
き

っ
か

　を

け
に
な

っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
江
戸
期
の

『新
編
鎌
倉
志
』
に
楚
石
梵
碕
の
賛
文
が
収
録
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
『新
編
鎌
倉

志
』

に
よ

っ
て
道
隆
が

「
蜀
之
蘭
渓
」
の
出
身
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

佐
賀
県
の
三
間
山
円
通
寺
に
は
道
隆
が
若
訥
宏
弁
に
与
え
た
道
号
頒
が
残

っ
て
お
り
、
『円
通
寺
文
書
』
「大
覚
禅
師
道
号
偶
」
に
は
、

有
道
可
三
称
レ名
為
=
道
号

一。
上
古
有
徳
之
者
、
倶
無
二
是
理
一。
周
金
剛
、
因
レ
執
三
一
条
白
棒
拠
二徳
山
一、
号
為
二
徳
山
和
尚

一。
臨
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済

因

レ
近

三
呼

陀

河

建

二
立

黄

藥

宗

旨

一、

号

為

二
臨

済

禅

師

一
。

堂

似

二
今

日
良

可

嘆

一
耳
。

兄
自

二
海

教

中

一
来

、

已

諸

二
深

浅

}。

伍

復

体

二
究

西
祖

不
伝

之

妙

一
、
莫

レ
綴

二
幼

志

一
、

終

有

二
自

得

之

時

一
。

先

聖

云

、

大

巧
若

レ
拙

、

大
弁

若

レ
訥

。

法

名

宏

弁

、

道

号

若

訥

。

らぜ

凡
安
二法
名
井
道
号

一、
須
二是
上
下
理
通
万
可
一。

[訓
]
有
道
は
名
を
称
し
て
道
号
と
為
す
可
し
。
上
古
の
有
徳

の
者
、
倶
に
是

の
理
り
無
し
。
周
金
剛
は
、

一
条

の
白
棒
を
徳
山
に

拠
り
て
執
る
に
因
み
、
号
を
徳
山
和
尚
と
為
す
。
臨
済
は
呼
陀
河

の
近
く
に
て
黄
蘂

の
宗
旨
を
建
立
す
る
に
因
み
て
、
号
を
臨
済
禅

よ

そ
ら

師
と
為
す
、
豊
に
今
日
に
良
可
と
嘆
く
に
似
た
ら
ん
か
。
兄
、
海
教
中
自
り
来
た
り
、
已
に
深
浅
を
諸
ん
ず
。
伍
ち
復
た
西
祖
不
伝

や

の
妙
を
体
究
す
。
幼
志
綴
め
る
こ
と
莫
く
、
終

い
に
自
得

の
時
有
り
。
先
聖
云
く
、
「大
巧
拙
の
若
く
な
ら
ば
、
大
弁
も
訥
の
若
し
」

と
。
法
名
は
宏
弁
、
道
号
は
若
訥
と
。

凡
よ
そ
法
名
井
び
に
道
号
を
安
ず
る
は
、
須
ら
く
是
れ
上
下
理
り
通
じ
万
可
な
る
べ
し
。

と
あ
り
、
徳
山
に
て
接
化
し
た
宣
鑑
が
徳
山
と
号
し
、
臨
済
院
で
宗
旨
を
立
て
た
義
玄
が
臨
済
と
号
し
た
事
例
を
紹
介
し

つ
つ
、
先
聖
の

「大
巧
若
拙
、
大
弁
若
訥
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「若
訥
宏
弁
」
と
名
付
け
て
い
る
。
道
号
を
授
け
る
際
に
、
山
名

(山
号
)
や
寺
名

(寺

号
)
を
道
号
と
す
る
事
例
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
先
聖
の
言
葉
か
ら

「若
訥
」
と
名
付
け
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
無
隠
円
範
に
は

「古
人
、
道
既
難
レ掩
、
随
レ
所
安
名
。
昔
周
金
剛
住
二徳
山
}、
玄
上
座
住
二
臨
済
一。
初
不
レ
在
レ
号
而
化
被
二
於

人

一」

と
述
べ
、
山
名

(山
号
)
や
寺
名

(寺
号
)
を
も

っ
て
道
号
を
授
け
る
事
例
を
話
し
な
が
ら
も
、
「荷
有
二
一
毫
之
欺

一、
誠
為
二
終

ね

　

身
之
患

一。
故
以
二
無
隠
二
字

一」
と
し
て
、
コ

毫

の
欺
」
の
無
き
よ
う
に
願

っ
て

「無
隠
」
と
授
け
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

道
隆
が
授
け
た
道
号
頒
と
し
て
は
若
訥
宏
弁
に
対
し
て
の
も
の
と
、
無
隠
円
範
の
法
語
が
残

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
と

も
に
徳
山
や
臨
済
の
道
号
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
道
隆
の
場
合
は
あ
く
ま
で

「蘭
渓
」
と
い
う
地
名
が
由
来
と
考
え
ら
れ
る
が
、
円
範

に
寺

名

.
山
名

.
地
名
で
は
な

い
道
号
を
授
け
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
あ
え
て
徳
山
や
臨
済
に

つ
い
て
触
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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道
隆
の

「蘭
渓
」
は
自
ら
名
乗

っ
て
い
た

「道
号
」
で
あ
り
、
『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
下

「虚
堂
智
愚
蹟
文
」
に

「自

号
蘭
渓
」
と
あ
り
、

ま
た

「霊
骨
器
銘
之
写
」
に
も

「自
号
蘭
渓
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
当
時
の
門
弟
に
と

っ
て
周
知

の
こ
と
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
道
隆
に
は
師
匠
か
ら
与
え
ら
れ
た

「道
号
頒
」
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ

の
た
め
、
十
分
な
史
料
や
情
報
が
な

い
こ
と
に
な
り
、
あ
く
ま
で
、
楚
石
梵
碕
の
讃
文
に
あ
る

「蜀
の
蘭
渓
に
生
ま
る
」
と
い
う
記

述
、
蘭
披
景
藍

の
漢
詩
中
に

「蘭
渓
」
と
記
し
た
上
で

「其
の
地
の
産
」
と
の
記
述
、
「
西
来
庵
修
造
勧
進
帳
」
に
あ
る

「蘭
渓

の
人
な

り
」

の
記
述
に
基
づ
い
て
出
身
地
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　の

一
般
的
に

「蘭
渓
」
と
言
え
ば
、
婆
州

(漸
江
省
)
の
蘭
渓
が
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
古
来
の
文
献
に
た
び
た
び
登
場
す
る
地
名
で
あ
る
。

一
方
、
西
蜀
浩
州
と

い
う
地
域
の
中
に
、
蘭
渓
に
該
当
す
る
地
名
は
、
中
国
の
古

い
文
献
や
地
誌
を
中
心
に
管
見

に
触
れ
な

い
。
仮
に

「蘭
渓
」
が
蜀
の
地
名
で
あ

っ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
は
、
当
時
に
お
い
て
も
広
く
名
前
が
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
場
所
で
は
な
か

っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

「
蘭
渓
」
と
い
う
地
名
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
は
、
「
蘭
」
は
蘭
科
の
花
で
あ
り
、
「渓
」
は
山
間

の
小
川
や
、
小
川
そ
の
も

の
も
指
し
、

あ
る
い
は
谷
す
な
わ
ち

「渓
谷
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
直
接
的
に
と
れ
ば
、
山
中
に
あ

っ
て
蘭

が
咲
く
小
川
や
渓
谷

と
い
う
程
の
景
観
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「蘭
」
は
中
国
で
は
古
く
か
ら
愛
で
ら
れ
た
花
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
符
合
す
る
よ
う

な
地
名
は
当
時
か
ら
も
多
々
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
し
ば
か
り
古

い
中
国
の
地
誌
を
め
く

っ
て
い
け
ば
、
数
多

く
の

「蘭
渓
」
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

蘭
渓
を
地
名
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
に
は
他
に
も
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
蜀
出
身
の
僧
侶
で
、
恐
ら
く
河
川
の
名
前
に
基
づ
く
道

号
を
用
い
た
と
見
ら
れ
る
僧
侶
が

い
る
か
ら
で
あ
る
。
環
渓
惟

一

(
一
二
〇
二
～

一
二
八

一
)
と
石
渓
心
月

(?
～

一
二
五
四
)
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

む
　

環
渓
惟

一
は
、
資
州

(四
川
省
)
墨
池
の
人
で
あ
り
、
自
ら

「環
渓
」
と
号
し
て
い
た
。
資
州
に
は

「環
渓
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
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か
ら
、
地
名
に
基
づ
く
道
号
か
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
石
渓
心
月
は
、
眉
山

(四
川
省
)
の
人
で
あ
り
、
眉
山
に
は

「石
渓
」
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
地
名
を
も

っ
て
号
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
道
隆
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
蜀
出
身
の
僧
侶
が
河
川
名
を
道
号
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
道
隆
が
地
名

や
河
川
名
を
道
号
に
用
い
て
い
た
と
し
て
も
、
ま

っ
た
く
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
禅
僧
に
は
道
号
と
は
別
に
地
名

(ち
み
ん
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
禅
僧
の
郷
里
や
居
所

に
因
ん
で
つ
け
た
別

号
の
こ
と
で
、
通
常
の
道
号
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
道
隆
の

「蘭
渓
」
は
地
名

(ち
み
ん
)
で
は
な
い
が
、
郷
里
に
因
ん
で
名
付
け
ら

れ
た
道
号
と
理
解
さ
れ
る
。
郷
里
を
号
と
し
て
用
い
る
例
は
、
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら

「浩
州
」、
す
な
わ
ち
、
現
在

の
重
慶
市
浩
陵
区
の
辺
り
に
蘭
渓
の
地
名
や
渓
谷
名
を
見

つ
け
る
こ
と

は
で
き
て
い
な

い
。

あ
る
い
は
、
蘭
渓
と
は
そ
の
あ
た
り
を
流
れ
る
小
川
や
渓
谷
の
別
称
で
あ
る
可
能
性
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
越
州

(漸
江
省
)
の
蘭
渓
を
、
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
禅
僧
、
天
岸
慧
広

(
一
二
七
三
～

一
三
三
五
)

が
中
国
に
留
学
し
た
際
に
舟
で
通
過
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
天
岸
慧
広
は

『東
帰
集
』
「偶
頒
」
に

「過
蘭
渓
次
韻
」
と
題
し
て
、

此
行
如
下
為
レ
賞
レ春
為
上
、
水
洗
二岸
蘭

一香
満
レ
渓
。

　　

擬

三
欲

停

レ
舟

題

二
姓

字

一
、
前

程

猶

遠

日

方

西

。

た
た

[訓
]
此

の
行
、
春
を
賞
え
ん
が
為

に
為
す
が
如
く
、
水
は
岸
蘭
を
洗

い
て
香
り
渓
に
満

つ
。
舟
を
停
め
て
姓
字
を
題
せ
ん
と

ほ
擬
欲

っ
せ
ば
、
前
程
、
猶
お
遠
く
日
は
方
に
西
す
。

と
船
上
か
ら
渓
谷
に
満
ち
る
蘭
の
す
ば
ら
し

い
香
り
を
受
け
て
偶
頒
を
残
し
て
い
る
。
蜀
の
蘭
渓
も
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ

っ
た
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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道
隆
の
語
録
を

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
と
い
う
。
道
隆
の
存
命
中
に
南
宋
で
刊
行
さ
れ
、
示
寂
後
の
鎌
倉
後
期
に
日
本

で
再
刊
さ
れ
て
い

る
。
南
宋
で
刊
行
さ
れ
た
宋
版
は
残

っ
て
い
な

い
が
、
覆
宋
五
山
版
は

い
く

つ
か
残
さ
れ
、
完
全
な
形
と
し
て
残

っ
て
い
る
の
は
建
長
寺

へ
あ

　

所
蔵
本
の
み
で
あ
る
。

こ
の

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
に
は
、

い
く

つ
か
蜀
の
地
名
に
因
む
説
法
が
登
場
す
る
。

上
皿

上
堂
。
文
殊
与
二
維
摩

一、
両
両
常
論
議
。
放
レ
箭
射
二
虚
空

一、
専
用
二
没
意
智

一。
西
川
石
像
大
笑
喧
レ
天
、
東
海
泥
牛
望
レ空

　
ゐ

ド

出
レ
気
。
(後
略
)

[訓
]
上
堂
。
「文
殊
と
維
摩
と
、
両
両
常
に
論
議
す
。
箭
を
放
ち
て
虚
空
を
射
、
専
ら
没
意
智
を
用
う
。
西
川

の
石
像
は
大
笑
し
て

天
に
喧
し
く
、
東
海

の
泥
牛
は
空
を
望
み
て
気
を
出
だ
す
。

　お

　

○
西
川
石
像
…
嘉
州

(四
川
省
)
の
大
仏
。

　
あ

サ

上
㎜

上
堂
。
石
頭
不
レ
下
二
釣
魚
山
一、
一
槌
便
透
。
臨
済
緩
登
二
五
峰
頂

一、
万
指
忙
然
。
(後
略
)

[訓
]
上
堂
。
「石
頭
は
釣
魚
山
を
下
ら
ず
し
て
、

一
槌
に
便
ち
透
る
。
臨
済
は
綾
か
に
五
峰

の
頂
に
登
り
、
万
指
忙
然
た
り
。

　
　の
　

○
石
頭
…
臨
済
宗
楊
岐
派
の
石
頭
自
回

(不
詳
)
の
こ
と
。

　り

○
釣
魚
山
…
石
頭
自
回
の
住
し
た
合
州

(現
在
の
重
慶
市
合
川
区
)
の
釣
魚
山
の
こ
と
。

上
鵬

上
堂
。
此
義
深
遠
、
吾
不
レ
能
レ
説
。
黄
面
盟
曇
、
硬
如
二
生
鉄

一。
只
如
二
此
義

一、
有
二
甚
難

F説
。
蘭
渓
為
二
諸
人
一、
挙
二

揚
此
義

一去
也
。
展
起
則
四
角
六
張
、
放
下
則
七
凹
八
凸
。
不
二展
起

一不
二放
下
一時
、
如
何
是
此
義
。
喝

一
喝
、
巴
蓬
果
閲
懐
裏
有
レ

状
。
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[訓
]
上
堂
。
「
『此
の
義
は
深
遠
に
し
て
、
吾
れ
説
く
こ
と
能
わ
ず
』
と
。
黄
面
の
嬰
曇
、
硬
き
こ
と
生
鉄

の
如

し
。
只
だ
此
の
義

の
如
き
は
、
甚
の
説
き
難
き
こ
と
か
有
ら
ん
。
蘭
渓
、
諸
人
の
為
に
此
の
義
を
挙
揚
し
去
ら
ん
。
展
起
せ
ば
則
ち
四
角
六
張
な
り
、

放
下
せ
ば
則
ち
七
凹
八
凸
な
り
。
展
起
せ
ず
放
下
せ
ざ
る
時
、
如
何
な
る
か
是
れ
此
の
義
」
と
。
喝

一
喝
し
て
、
「巴
蓬
果
閲
、
懐

裏
に
状
有
り
」
と
。

　ヨ

○

巴

・
蓬

・
呆

・
閲

…
巴

州

・
蓬

州

・
果

州

・
閲

州

は

い
ず

れ
も

四

川

省

内

の
地

名

。

上

獅

東

光

和

尚

至

上

堂

。

挙

。

臨

済

訪

二
徳

山

一。

山
見

レ
来

祥

偉

而

睡

。

済

敲

二
縄

床

一
一
下

。

山

云

、

作

塵

。

済

云

、

且

睦

睡

。

便

出

去

。

師

云

、

徳

山
老

子

拠

二

一
条

白

棒

}、

横

打

竪

打

。

尽

天

下

人

、

不

レ
奈

二
何

他

一
。

因

レ
甚

却

放

二
過

臨

済

一
。

召

二
大

衆

一
、

　　

鑑
柁
水
急
、
銅
柱
灘
高
。
成
レ
人
者
少
、
敗
レ
人
者
多
。
回
レ
首
銀
蠕
浸
二
碧
波

一。

[訓
]
東
光
和
尚
至
る
上
堂
。
「挙
す
、
臨
済
、
徳
山
を
訪
う
。
山
、
来
た
る
を
見
て
、
伴
偉
と
し
て
睡
る
。
済
、
縄
床
を
敲
く
こ
と

一
下
す
。
山
云
く
、
『作
塵
』
と
。
済
云
く
、
『且

つ
睦
睡
す
』
と
。
便
ち
出
で
去
る
」
と
。
師
云
く
、
「徳
山
老

子
、

一
条
の
白
棒

に
拠
り
て
、
横
打
竪
打
し
、
尽
天
下
人
、
他
を
奈
何
と
も
せ
ず
。
甚
に
因

っ
て
か
、
却

っ
て
臨
済
を
放
過
す
」
と
。
大
衆
を
召
し
て
、

「鑑
泥
水
は
急
に
し
て
、
銅
柱
灘
は
高
し
。
人
を
成
ず
る
者
は
少
な
く
、
人
を
敗
す
る
者
は
多
し
。
首
を
回
ら
せ
ば
、
銀
蠣
は
碧
波

に
浸
る
」
と
。

上
鵬

上
堂
。
道
二
著
第

一
義

一、
,歯
冷
唇
寒
。
踏
二
破
上
頭
関

一、
皮
穿
骨
露
。
只
如
下
玄
沙
不
レ
度
二
飛
援
嶺

一、

回
老
不
レ
下
中
釣
魚

　　

山
上
、
還
曽
道
得
著
、
踏
得
破
也
無
。
良
久
、
若
教
二
頻
下

7涙
、
槍
海
也
須
レ
乾
。

[訓
]
上
堂
。
「第

一
義
を
道
著
せ
ば
、
歯
は
冷
や
か
に
、
唇
は
寒
し
。
上
頭
の
関
を
踏
破
せ
ば
、
皮
穿
ち
骨
露

わ
る
。
只
だ
玄
沙
が

飛
猿
嶺
を
度
ら
ず
、
回
老
が
釣
魚
山
を
下
ら
ざ
る
が
如
き
は
、
還
た
曽
て
道
得
著
し
、
踏
得
破
す
や
」
と
。
良
久
し
て
、
「若
し
頻

り
に
涙
を
下
さ
し
め
ば
、
槍
海
も
也
た
須
ら
く
乾
く
べ
し
」
と
。

　
　

　

○
鑑
泥
水
…
西
蜀
浩
州

(現
在

の
重
慶
市
浩
陵
区
)
に
あ
る
長
江
の
入
江
。
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ほ
ゆ

　

○
銅
柱
灘
…
西
蜀
浩
州

(現
在
の
重
慶
市
浩
陵
区
)
の
長
江
の
江
中
に
あ
る
灘
。

○
回
老
…
臨
済
宗
楊
岐
派

の
石
頭
自
回

(不
詳
)
の
こ
と
。

○
釣
魚
山
…
石
頭
自
回
が
庵
を
結
ん
で
住
し
た
合
州

(現
在
の
重
慶
市
合
川
区
)
の
釣
魚
山
の
こ
と
。

　　

践

文

宋

有

二
名

柄

一、

自

号

二
蘭

渓

一、
一
筆

高

出

二
於

眠

峨

一
、
万
里

南

二
詞

於

呉

越

一
。

[
訓

]
宋

に
名

柄

有

り

、

自

ら

蘭

渓

と

号

す

。

一
笠

に

て
高

く

眠
峨

を

出

で
、

万

里

の
か

た

呉

越

に
南

訥

す

。

　　

○
眠
峨
…
四
川
省
に
あ
る
眠
山
と
峨
眉
山
の
こ
と
。

こ
の
中
で
、
特
に
興
味
深

い
の
が

「鑑
柁
水
」
と

「銅
柱
灘
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は

「浩
州
」
の
地
名
で
あ
る
。
特

に
、
上

b。も。刈
で
は
、

道
隆

は
鎌
倉
東
光
寺
か
ら
や

っ
て
き
た
僧
侶
を
前
に
、
建
仁
寺
で

「漕
州
」
の
地
名
を
出
し
て
説
法
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の

「東
光
和
尚
」
は
、
道
隆
と
共
に
来
日
し
、
同
じ
く
蜀
出
身
の
義
翁
紹
仁
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　ゆ

　

義
翁
紹
仁
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
は
あ
ま
り
に
も
解
ら
な
い
が
、
『延
宝
伝
灯
録
』
巻
十
六
の

「相
州
建
長
義
翁
紹
仁
」
伝
に
は
、

相
州
建
長
義
翁
紹
仁
禅
師
、
宋
国
西
蜀
浩
江
人
。
随
二
大
覚
禅
師
一束
渡
、
弁
二
司
諸
職

一、
投
二合
其
機

一。
開
二
法
建
仁

.
建
長

一、

　

　

盛
唱
二大
覚
之
道

一、
晩
屏
二
居
東
山
正
伝
庵

一、
某
年
六
月
二
日
滅
。
賜
二
詮
普
覚
禅
師

一。

と
あ
る
。
ま
た
、
『本
朝
高
僧
伝
』
巻
二
十

一

「相
州
建
長
寺
沙
門
紹
仁
伝
」
に
は
、

釈
紹
仁
、
字
義
翁
、
宋
国
西
蜀
浩
江
人
也
。
寛
元
丙
午
秋
、
随
二
大
覚
禅
師

一束
渡
、
参
叩
精
切
、

一
旦
廓
爾
徹
二
法
源
一、
首
二
干

一

会

一。
初
出
二
世
建
長

一、
後
移
二
建
仁

一、
盛
唱
二
大
覚
之
道
一、
学
者
四
至
、
晩
屏
二
居
東
山
正
伝
庵

一、
以
某
年

六
月
二
日
滅
、
賜
二

　　

詮
普
覚
禅
師

一。

と
あ

っ
て
、
義
翁
紹
仁
を

「
西
蜀
浩
江
」
の
出
身
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
「
西
蜀
浩
江
」
の
出
身
と
明
記
す
る
古

い
時
代

の
史
料
が
確

認
で
き
な
い
が
、
『扶
桑
五
山
記
』
「建
長
寺
住
持
位
」
に
、

　　
　

マ
マ

ロ
四
、
義
翁
禾
上
、
諺
紹
仁
、
詮
普
覚
禅
師
、
嗣
大
覚
、
太
宋
西
蜀
人
、
宝
治
元
年
来
朝
。
弘
安
四
年
辛
巳
六
月

二
日
寂
、
寿
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　れ

　

六
十
五
。

一

と
あ
り
、
「西
蜀
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
東
光
和
尚
が
建
仁
寺
に
や
っ
て
き
た
際
に
、
道
隆
が
上
堂
に
際
し
て
出
し
た
地
名
が

「鑑
泥
水
」
と

「
銅
柱
灘
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
義
翁
紹
仁
と
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
こ
と
で
、
義
翁
紹
仁
を
前
に
し
て
あ
え
て
故
郷
の
地
名
を
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま

い
か
。
説
法
を
聞

い
て
い
た
建
仁
寺
の
僧
侶
た
ち
は
、
初
め
て
聞
く
地
名
で
あ
り
、
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
ま

っ
た
く
解
ら
な
い

状
況

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
説
法
は
東
光
和
尚
で
あ
る
義
翁
紹
仁
に
さ
え
伝
わ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち

な
み
に
、
そ
の
次
の
上
堂
に
収
録
さ
れ
る

「釣
魚
山
」
も
、
「
漕
州
」
に
近

い
合
州

の
地
名

で
あ
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
こ
の
釣
魚

山
は
、
石
頭
自
回
の
話
に
際
し
て
登
場
す
る
地
名
で
あ
る
。
蜀

(四
川
省
)
は
名
僧
の
産
地
で
あ
り
、
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
多
く
の

高
僧
が
誕
生
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
蜀
と
い
っ
た
場
合
、
極
め
て
広
大
な
範
囲
の
土
地
を
含
ん
で
い
る
。
仮
に
現
在
の
行
政
区
分

で
見

た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
四
川
省

(蔭
◎。9
0
00
犀
ヨ
・。)
と
重
慶
市

(。。P
ω
OO
犀
亀

)
を
合
わ
せ
た
だ
け
で
も

(α
①S
ω
OO
屏
日
悼)
、
日
本
の
国

土
面
積

(ω刈
◎◎。OO
O屏
【口N)
の

一
・五
倍
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
道
隆
に
と

っ
て
、
故
郷
出
身
の
僧
侶
と
い
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
よ
り
近
く
の
出
身
者
を
身
近
に
感
じ
た
に
違
い
な

い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
『嘉
泰
普
灯
録
』
に

「
浩
州
」
辺
り
の
出
身
者
と
し
て
登
場
す
る
合
州

の
石
頭
自
回
を
身
近
に
感

じ
た
の
で
は
な
か

ろ
う

か
。
ほ
と
ん
ど
無
名
の
石
頭
自
回
が
、
『蘭
渓
和
尚
語
録
』
に
二
度
も
登
場
す
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
帰
ら
ぬ
故
国
に
思
い
を
馳
せ

て
い
た
様
子
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
上

一①O
に

「釣
魚
山
」
と

「石
頭
」
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
日
の

建
長
寺
で
行
な
わ
れ
た
上
堂
も
、
義
翁
紹
仁
と
無
関
係
で
は
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
に
登
場
す
る
地
名
、
そ
れ
も
東
光
和
尚
が
建
仁
寺
に
や
っ
て
き
た
上
堂
で
、
「鑑
柁
水
」
と

「銅
柱
灘
」
の
名
前
を

挙
げ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
「銅
柱
灘
」
は
長
江
の

「漕
江
」
(浩
江
B
)
が
合
流
す
る
直
前

の
江
中
に
あ
り
、
「浩
江
」
(漕
江
B
)
が
長

江
に
合
流
す
る
手
前
の
場
所
に
あ
る
の
が

「鑑
泥
水
」
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「漕
江
」
(浩
江
B
)
こ
そ
道
隆
や
義
翁
紹
仁
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身
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な
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り
に
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以
上
、
道
隆

の
道
号

「蘭
渓
」
と
、
出
身
地

の
名
前
に
因
む
と
思
わ
れ
る

「蘭
渓
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
出
身
地

を
特
定
す
る
た
め
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
整
理
し
、
道
隆
が
綿
陽
辺
り
の

「蘭
渓
邑
」
の
出
身
で
あ
る
と
す
る
説
を
否
定
す

る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
果
た
せ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
漕
江
と
い
う
河
川
、
浩
州
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
整
理
を
行
な

っ
た
。
両
方
の
地
名
が
、
蘭
渓
の
伝
記
史
料

の
中
で
、
蘭
渓
の

出
身
地
と
し
て
登
場
す
る
名
前
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
行
政
区
分
で
あ
る
重
慶
市
の
中
に
、
「浩
江
」
が
二
つ
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
、
別
称
と
し
て

「浩
州
」
と
も
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「漕
陵
」
と
も
呼
ば
れ
る
地
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
階
代
の

「浩
州
」
す
な
わ
ち

「
漕
江
」
(浩
江
A
)、
唐
代

の

「浩
州
」
す
な
わ
ち

「
浩
江
」

(浩
江
B
)
を
比
較

し
た
。
道
隆
の
時
代
で
あ
れ
ば
ど
ち
ら
が
相
応
し
い
の
か
を
考
え
た
場
合
、
宋
代
に

「浩
州
」
と
称
さ
れ
て
い
た
現
在

の
重
慶
市
漕
陵
区

が
、
「霊
骨
器
之
銘
」
に
記
さ
れ
た

「
浩
州
」
で
あ

っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彰
丹
氏
の
調
査
結
果
な
ど
か
ら
は
、
そ

の
土
地
の
人
々
が
、
「浩
州
」
と
言

っ
た
場
合
に
は
恐
ら
く
は

「浩
江
」
(漕
江
B
)
を
指
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
補
強
す
る
の
は
、
や
は
り

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「建
仁
寺
語
録
」
の

「東
光
和
尚
至
上
堂
」
で
あ
り
、
浩
江
に
あ
る

「
鑑

泥
水
」
と

「銅
柱
灘
」
を
同
郷
出
身
の
義
翁
紹
仁
に
提
示
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
道
隆
最
古

の
伝
記
史
料
で
も

あ
る

「霊
骨
器
之
銘
」
に

「浩
州
」
と
あ
る
の
は
、
義
翁
紹
仁
が
存
命
中
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
現
地

の
土
地
に
詳
し
い
人
に
よ

っ

て
記

さ
れ
た
か
ら
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

道
隆

の
出
身
地

「蘭
渓
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
て
場
所
を
特
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
文
献
上
は
、
浩
州
の
浩
江

(烏
江
)
の
流
れ
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て
い
る
辺
り
と
し
か
わ
か
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
漕
江

(鳥
江
)
の
支
流
の

一
つ
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
、
蘭
渓
と
呼
称

さ
れ

る
河
川
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
道
隆
の
出
身
地
で
あ
る
可
能
性
を
高
め
る
で
あ
ろ
う
。

道
隆
の
出
身
地
は
西
蜀
、
あ
る
い
は
蜀
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
か
つ
て
四
川
省
の
行
政
区
分
で
あ

っ
た
現
在
の
重
慶
市
を
も
含
ん
で
い

る
。
西
蜀

(四
川
省
)
と
い
う
表
記
が

一
般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
使
用
し
づ
ら
く
は
あ
る
が
、
蘭
渓
道
隆
は
西
蜀
漕
州

(現
在

の
重
慶
市
)、
あ
る
い
は
西
蜀
渚
州

(現
在

の
重
慶
市
漕
陵
区
)
の
出
身
と
表
記
す
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

(補
記
)
本
稿
作
成
に
際
し
て
は
、
法
政
大
学
非
常
勤
講
師
の
彰
丹
氏
に
ご
教
授
と
ご
助
力
を
頂

い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

凡
例

以
下
に
関
し
て
は
略
称
を
用
い
る
。

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
1
大
正
蔵

『卍
続
蔵
経
』
新
文
豊
出
版
公
司
ー
続
蔵

『大

日
本
仏
教
全
書
』
仏
書
刊
行
会
-
大
日
仏

『大

日
本
仏
教
全
書
』
鈴
木
学
術
財
団
-
日
仏
全

『蘭
渓
道
隆
禅
師
全
集
』
思
文
閣
出
版
ー
蘭
渓
全
集

『
五
山
文
学
新
集
』
東
京
大
学
出
版
会
ー
五
山
新
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注
(1
)
『雑
談
集
』
巻
八

(『雑
談
集
』
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書

店
、

一
九
七
三
年
、
二
五
七
頁
)
に
、
「
こ
と
に
隆
老
唐

僧
に
て
、
建
長
寺
、
宋
朝

の
作
法

の
如
く
行
は
れ
し
よ
り

後
、
天
下
に
禅
院
の
作
法
流
布
せ
り
。
時
の
至
る
な
る
べ

し
」
と
あ
る
。

(2
)
『元
亨
釈
書
』
巻
六

「釈
道
隆
」
(日
仏
全
六
二
・
一
〇
〇

a
～
c
)
、
『禅
林
初
祖
行
状
』
五

「蘭
渓
和
尚
行
状
」
、

『
延

宝

伝

灯
録

』

巻

三

の
蘭

渓

道

隆

章

(
大

日
仏

一
〇
八
・六
四
b
～
六
七

a
)、
『本
朝
高
僧
伝
』
巻
十
九

「
相

州

巨

福

山

建

長

寺

沙

門
道

隆

伝

」
(
大

日
仏

一
〇
二
・
二
七
九

a
～
二
八

一
b
)
な
ど
。
僧
伝
史
料
に

つ
い
て
は
、
榎
本
渉

『南
宋

・
元
代
日
中
渡
航
僧
伝
記
集

成
』
(勉
誠
出
版
、
二
〇

=
ご
年
)
を
参
照
。

(3
)
僧
伝
に
記
さ
れ
た
道
隆
の
生
誕
地
を
列
記
す
れ
ば
、
『元

亨
釈
書
』
巻
六

「釈
道
隆
」
に

「宋
国
西
蜀
浩
江
人
也
」

(日
仏
全
六
二
・
一
〇
〇
a
)
と
あ
り
、
『禅
林
初
祖
行
状
』

五

「蘭
渓
和
尚
行
状
」
に
は
、
「大
宋
国
西
蜀
人
」
と
あ

り
、
『延
宝
伝
灯
録
』
巻
三
の
蘭
渓
道
隆
章
に

「宋
国
西

蜀
漕
江
人
」
(大
日
仏

一
〇
八
・六
四
b
)
と
あ
り
、
『本

朝
高
僧
伝
』
巻
十
九

「
相
州
巨
福
山
建
長
寺
沙
門
道
隆

伝
」
に

「
宋
西
蜀
渚
江
人
」
(大
日
仏

一
〇
二
・
二
七
九

a
)
と
あ
る
。

(4
)
建
長
寺
所
蔵

「西
来
庵
修
造
勧
進
帳
」
は
、
図
録

『北
条

時
頼
と
そ

の
時
代
』
(
鎌
倉

国
宝
館
、

二
〇

=
二
年
、

九
八
頁
)
に
よ
る
。

(5
)
高
木
宗
鑑

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
(大
本
山
建

長
寺
、

一
九
八
九
年
)

(
6

)

(7
)
高
木
宗
鑑

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
(
一
四
頁
)
に
、
「
現
在

の
地
図
で
示
す
と
、
四
川
省
成
都
の
東
北
に
綿
陽

(綿
州

と
も
言
う
)
と

い
う
所
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
最
も
近
い
地

点
で
、
「大
清

一
統
志
」

(巻
三

=
二
)
に

「
浩
江
故
城
」

と
見
え
て
い
る
所
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
地
は
浩
江
河
の

上
流
に
面
し
て
い
る
。
蘭
渓
邑
は
、
右

の
浩
江

(県
)
の

管
下
の

一
邑
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
地
図
で
示
す
場
合

は
、
現
在

の

「綿
陽
」
と
殆
ど
同
地
点

で
あ
ろ
う
と

い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

嘉
慶
重
修

『大
清

一
統
志
』
巻
四

一
四

「綿
州
」

で
は

「
浩
県
故
城
」
と
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も

「
浩
江
故
城
」

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

『建
長
寺
史
ー
大
覚
禅
師
伝
1
』

の
中
で
、
今

井
福
山

「大
覚
禅
師

の
記
事
」
(『正
法
輪
』
大
本
山
妙
心

寺
、

一
九
二
九
年
)
の
使
用
を
明
記

し
て
い
る
が
、
同
名

の
論
文
は
な
い
。
恐
ら
く
、
同
年
に
出

さ
れ
て
い
る
今
井

福
山

「
大
覚
禅
師
と
筑
前
博
多

の
円
覚
寺

(上

・
下
)」
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(『正
法
輪
』

一
六
七
・
一
六
八
、
一
九
二
九
年
)
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
今
井
福
山

「大
覚
禅

師
の
記
事
」
と
は
今
井
福
山

「大
覚
禅
師
と
筑
前
博
多

の

円
覚
寺
」
と
判
断
し
て
論
を
進
め
た
い
。
今
井
福
山

「大

覚
禅
師
と
筑
前
博
多
の
円
覚
寺
」
に
お
い
て
、
道
隆
の
出

身
地
を

「蘭
渓
邑
」
と
明
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
井

氏
が
参
照
し
た
は
ず
の

「九
州
開
法
時
代
の
建
長
寺
古
記

録
」
は
関
東
大
震
災

で
全
て
埋
失
し
た
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「九
州
開
法
時
代

の
建
長
寺
古
記
録
」
に
つ
い

て
は
、

一
切
の
関
係
記
録
が
残

っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
記
録

を
見
て
い
る
の
は
今
井
福
山
氏
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
経
緯
を
持
つ
も
の
が
戦
国

時
代
編
纂
と
さ
れ
て
き
た
公
案
集

『湘
南
葛
藤
録
』
で
あ

る
。
今
井
氏
は

「大
正
七
年
来
、
同
契
院

(建
長
塔
頭
)

に
蒐
集
し
て
い
た
古
書
類
は
同
十
二
年
九
月

一
日
同
院
に

曝
書
中
、
震
災
に
遭
て
大
半
埋
失
し
殊
に
武
士
禅
記
の
参

考
書
類
は
倒
壊
家
屋
の
下
に
在
て
雨
水

の
浸
潤
す
る
所
と

成

り

全

部

汚

損

」
(『
武

士

禅

機

縁

集

』

崇

福
寺
、

一
九
二
五
年
、
二
二
頁
)
し
た
と

い
う
が
、
ど
う
や
ら
、

『湘
南
葛
藤
録
』
も
こ
の
埋
失
史
料
群
の
中
に
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
栗
氏
は

『湘

南
葛
藤
録
』
そ
の
も
の
が
今
井
福
山
氏
に
よ
っ
て
創
作
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
こ
と
を
指
摘
し

(
8

)

(
9

)

(
10

)

て
い
る

(小
栗
隆
博

「
『湘
南
葛
藤
録
』
に
つ
い
て
」
『曹

洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
第

四
十

号
、
二
〇

一
〇
年
、

二
三
〇
1

一
八
五
頁
)
。
ち
な
み
に
、
今
井
福
山

「大
覚

禅
師
と
筑
前
博
多
の
円
覚
寺
」
に
は
、
多
く
の
場
合
出
典

が
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
論
の
み
に
見
ら
れ
る
記
事

に
つ
い
て
は
、
今
井
氏
に
よ

っ
て
創

作
さ
れ
た
記
事
で
あ

る
可
能
性
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
用

意
な
引
用
は
誤
解
を
招
く
た
め
あ
え

て
行
な
わ
な
い
が
、

道
隆
が
日
本
に
来
日
す
る
ま
で
の
記
事

は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
創
作
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
今

井
福
山
氏
に
つ
い

て
は
、
小
栗
隆
博

「謎

の
禅
者
、
今
井
福
山
に
つ
い
て
」

(
『駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会

年
報
』
第
四
十
三

号
、
二
〇

一
〇
年
、

一
七
六
-

一
五
六
頁
)
も
参
照
さ
れ

た
い
。

『元
亨
釈
書
』
巻
六

「釈
道
隆
」
に

「年
十
三
薙
髪
於
成

都
大
慈
寺
」
(日
仏
全
六
二
・
一
〇
〇

a
)
と
あ
る
。

拙
稿

「蘭
渓
道
隆
の
霊
骨
器
と
遺
偶

」
(『駒
沢
大
学
禅
研

究
所
年
報
』

二
十

二
号
、

二
〇

一
〇
年
、

一
九

三
ー

二
四
四
頁
)

元
禄
六
年

(
一
六
九
三
)
七
月
二
十

四
日
に
、
曹
洞
宗
の

僧
侶

で
あ
る
梅
峰
竺
信

(
一
六
三
三

～

一
七
〇
七
)
に

よ

っ
て
刊
行
さ
れ
た

『大
覚
禅
師
拾
遺
録
』
の

「大
覚
開

山
塔
」
(大
日
仏
九
五
・
一
=
ご
)
に
、
「
霊
骨
器
之
銘
」
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の
内
容
が
収
録
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
た
。

(11
)
『蘭
渓
道
隆
禅
師
全
集
』
第

一
巻

『蘭
渓
和
尚
語
録
』

(思

文
閣
出
版
、
二
〇

一
四
年
)

(12
)
彰
丹

「
浩
州
行
-
蘭
渓
道
隆

の
生
地
を
た
ず

ね
て
ー
」

(『鎌
倉
』
第

一
一
七
号
、
二
〇

一
四
年
、
二
五
i
四
〇

頁
)

(13
)
今
井
福
山

「
大
覚
禅
師
と
筑
前
博
多

の
円
覚
寺

(上
)」

(『正
法
輪
』

一
六
七
、
一
九
二
九
年
、
八
頁
)

(14
)
江
戸
期
に
伝
来
し
て
い
た
文
書
や
宝
物
に
つ
い
て
は
、
そ

の

一
部
で
あ
る
が
徳
川
光
囲
の

『鎌
倉
日
記
』
(鈴
木
巣

三

『鎌
倉
紀
行
篇
』
、
東
京
美
術
、

一
九
七
六
年
、
九
四

～
九
五
頁
)
や
、
そ
の
記
録
も
参
考
に
さ
れ
て
作
ら
れ
た

『新
編
鎌
倉
志
』
(白
石
克
編

『新
編
鎌
倉
志

(貞
享
二

刊
)
影
印

・
解
説

・
索
引
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、

九
六
-

一
〇
九
頁
)
に
記
載
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
、
ほ

と
ん
ど
の
も
の
が
建
長
寺
に
現
今
も
伝
来
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

(15
)
小
栗
隆
博

「謎
の
禅
者
、
今
井
福
山
に
つ
い
て
」
(『駒
沢

大
学
大
学

院
仏
教
学

研
究
会
年
報
』

第

四
十

三
号
、

二
〇

一
〇
年
)

一
七
六
ー

一
五
六
頁

(16
)
『湘
南
葛
藤
録
』
は
今
井
福
山
氏
に
よ

っ
て
創
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
も
の
で
あ

っ
た
が
、

そ

れ
を

収
録

す

る

『
武

士

禅
…機
縁
集

』

(崇

福

寺
、

(17

)

(18

)

(19

)

一
九
二
五
年
)
に
、

『湘
南
葛
藤
録
』

と
関
係
が
あ
る
も

の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
十
五

の
史
料
に

つ
い
て
、

そ
の
全
て
の
史
料
が

「今
井
の
記
述
中
に
の
み
存
す
る
書

物
」
で
、
そ
の
現
物
や
写
本
が
残

っ
て
い
な

い
ば
か
り

か
、
目
録
等
に
記
さ
れ
た
情
報
さ
え
も
、
す
べ
て
今
井
氏

の
著
述
が
出
典
で
あ

っ
た
と
い
う

(小
栗
隆
博

「
『湘
南

葛
藤
録
』
に
つ
い
て
」
『曹
洞
宗
研
究

員
研
究
紀
要
』
第

四
十
号
、
二
〇

一
〇
年
参
照
)。

高
木
宗
鑑

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
で
、
今
井
福

山
氏
の
み
の
独
自
の
記
事
を
採
用
し

た
例
は
か
な
り
多

い
。
ま
た
、
出
典
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
史
料
の
中
に

も
、
今
井
福
山
氏
に
よ
っ
て
、
道
隆

に
仮
託
し
て
作
成
さ

れ
た
偽
書
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
高
木
宗
鑑

『建
長
寺
史
-
大
覚
禅
師
伝
1
』
は
、

あ
く
ま
で
真
摯

に

蘭
渓
道
隆
に
対
す
る
研
究
を
行
な

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
記
さ
れ
た
文
章

に
は

一
切

の
悪

意
は
な

い
。
そ
し

て
、
現
在
に
お

い
て
も
、
唯

一
の
蘭
渓
道
隆
に
関
す
る
総

合
的
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
経
緯
か

ら
、
そ
の
引
用
に
際
し
て
は
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
く
て

は
な
ら
な

い
。

『元
亨
釈
書
』
巻
六

「釈
道
隆
」
に

「宋
国
西
蜀
浩
江
人

也
。
姓
再
氏
」
(日
仏
全
六
二
・
一
〇
〇
a
)
と
あ
る
。

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「建
仁
寺

語
録
」
上

日
○。
(蘭
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渓
全
集

一
・六
〇
a
)

(20
)
『重
慶
府
輿
地
志
』
「
山
川
」
に

「浩
江
。
源
出
二
松
播
衛

東
之
雪
欄
山
一、
経
二
龍
安
府
江
油
県

・
彰
明
県
綿
州

・

漣
川
府
射
洪
県

・
大
和
鎮
遂
寧
県

一、
会
二
諸
水

一至
二
安

居
廃
県
十
里
之
隅
寿
舗

一入
二
合
州
界

一」
(
『中
国
地
方
志

集
成

・
四
川
府
県
志
輯
』
五
、
巴
蜀
書
社
、

一
九
九
二

年
、
四
八
頁
)
と
あ
る
。

(21
)
南
宋
代

の
地
理
志

『輿
地
紀
勝
』

一
五
九

「合
州
」

の

「風
俗
形
勝
」
に
お
い
て

「漕
漢
合
流
。
州
因
以
名
」
と

あ
る
。

(22
)
『続
修
浩
州
志
』
「浩
陵
江
即
烏
江
之
下
流
　

(中
略
)
与
二

蜀
江
一会
二
於
浩
州
東

一云

々

(中
略
)
江
至
二
浩
陵
一其
名

称
各
書
不
レ
一
。
有
レ
称
二
漕
水
及
浩
江
者

一、
不
レ
免
下

与
二
北
道
之
浩
水

一浩
江
相
混
清
上
。
有
下
因
三
其
来
レ
自
二

欝
中

一称
為
二
欝
江

一者
上
。
似
下
又
与
二
烏
江
之
名

一不
中
相

符
上
。
今
遵

一
統
志
、
名
為
二
浩
陵
江

一」
(『中
国
地
方
志

集
成

・
四
川
府
県
志
輯
』
四
七
、
巴
蜀
書
社
、

一
九
九
二

年
、

=
二
頁
)
と
あ
り
、
「烏
江
」
と
は

「浩
陵
江
」
の

下
流
で
あ
り
、
こ
の
河
川
は
、
滴
江

・
浩
水

・
購
江
な
ど

と
呼
称
さ
れ
た
が
、
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に

「漕
陵
江
」

と
し
て
呼
称
す
る
と
あ
る
よ
う
に
、

一
つ
の
河
川
に
多
く

の
別
称
が
存
在
し
て
い
る
。

(23
)
『四
川
通
史
』
巻
二
十
六

「漕
州
」
に

「華
陽
国
志
、
県

在
二
巴
郡
東
四
百
里

一治
二
浩
陵
水
会

一。
巴
先
王
陵
墓
多

在
レ
此
」
と
あ
る
。
『華
陽
国
志
』
巻

一

「
巴
志
」
に
は

「巴
子
時
、
錐
下
都
二
江
州
一、
或
治
二塾

江
一或
治
二
平
都
一、

後
治
中
閲
中
ヒ
、
其
先
王
陵
墓
多
在
レ
枳
」
と
あ
る
。

(24
)
『
四
川
通
史
』
巻

二
十
六

「浩
州
」

に

「
東
晋
、
改
二
置

浩
陵
郡

一。
宋
時
、
井
浩
陵
郡
、
入
二
巴
東
其
枳
県

一傍

属
二
巴
郡

一。
斉
志
、
復
有
二
浩
陵
郡

一属
二
巴
州

一。
中
興

元
年
、
廃
故
帝
宝
巻
為
二
浩
陵

一。
王
即
此
階
、
傍
枳
県
。

周
廃
、
入
二
巴
県

一。
又
浩
陵
県
、
旧
日
、
漢
平
置
二
浩
陵

郡
一。
開
皇
初
、
郡
廃
。
十
三
年
、
県
改
。
名
唐
初
始
二

於
県

一置
二
浩
州
一」
と
あ
る
。

(25
)
清
代

に
出
版
さ
れ
た

『
四
川
通
志

』
巻
之

二

「
輿
地
」

(『四
川
通
志
』
二
、
巴
蜀
書
社
、

一
九
八
四
年
、
五
〇
四

頁
)
の
表
を
参
照
し
て
作
成
。

(26
)
明
代
の

『重
修
合
州
志
』
巻

一
に

「
階
、
開
皇
末
、
改
二

合
州
一日
二
浩
州

一。
揚
帝
置
二
浩
陵
郡

一。
唐
、
武
徳
元
年

復
為
二
合
州
」

と
あ
る
。

(27
)
仏
教
系
の
史
料
に
お

い
て
も
顕
著
で
あ
り
、
『律
相
感
通

伝
』
「
又
問
、
浩
州
相
思
寺
側
」
(大
正
蔵
四
五
・八
七
八

b
)
、
『続
高
僧
伝
』

二
十
五

「浩
州
相
思
寺
無
相
禅
師

伝
」
(大
正
蔵
五
〇
・
五
九

a
)、
『広
弘
明
集
』
「楡
州
西

百
里
相
思
寺
北
、
石
山
上
有
仏
跡

十
二
枚
」
(大
正
蔵

五
二
・二
〇
三

a
)
、
『集
神
州
三
宝
感

通
録
』
巻
中

「唐
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29
)

　

28
)

楡
州
西
百
里
相
思
寺
北
石
山
。
有
仏
跡
十
二
枚
」
(大
正

蔵
五
二
・四
一
=

c
)
、
『法
苑
珠
林
』
巻
十
三

「敬
仏
篇

第
六
之
二
、
観
仏
部
感
応
縁
之
余
」
に

「唐
楡
州
相
思
寺

仏
跡
出
石
縁
」
(大
正
蔵

五
三
・
三
八
七

c
)
、
巻
十
三

「敬
仏
篇
第
六
之
二
、
観
仏
部
感
応
縁
之
余
」
に

「唐
楡

州
西
百
里
相
思
寺
北
石
山
有
仏
跡
十
二
枚

(中
略
)
相
思

寺
因
以
得
名
、

一
云
浩
州
」
(大
正
蔵
五
三
・三
九

一
b
)
、

『地
蔵
本
願
経
科
註
』
巻
四

「浩
州
相
思
寺
古
跡
」
(続
蔵

三
五
・
二
九
七

a
)
、
『新
修
科
分
六
学
僧
伝
』
巻

三
十

「階
無
相
禅
師
者
」
に

「不
知
何
許
人
、
忽
然
見
之
漕
州

相
思
寺
禄
緑
随
衆
」
(続
蔵

=
二
三
・四
八

一
b
)
、
と
あ

る
。
同
じ
相
思
寺
で
あ

っ
て
も

「浩
州
」
あ
る
い
は

「楡

州
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
時
代
と
と

も
に
、
そ
の
土
地
の
呼
称
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。

『藺
市
古
鎮
』
(藺
市
古
鎮
編
集
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
)

蒲
国
樹
氏
は
、
こ
の
辺
り
を
道
隆
の
生
地
か
と
想
定
し

た
。
藺
市
は
浩
陵
で
あ
り
、
漕
江
の
河
川
か
ら
は
十
五
キ

ロ
ほ
ど
西
、
長
江
の
流
域
に
あ
る
場
所
で
あ
る
が
、
「再

隠
君
墓
志
銘
」
の
発
見
に
よ

っ
て
、
蒲
国
樹
氏
は
こ
の
辺

り
を
蘭
渓
の
生
地
と
考
え
た
。
彰
丹
氏
も
こ
れ
を
追
認
し

て
い
る
。
ま
た
、
「
再
家
泥
」
な
る
地
名
が
あ
る
こ
と
も

興
味
深

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「浩
江
」
か
ら
は
十
五
キ

ロ
と
距
離
が
離
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
ま
た
文
献

上
で
こ
れ
を
証
明
し
得
る
史
料
は

一
つ
も
な
い
と
い
う
問

題
が
存
し
て
い
る
。

(30
)
円
鑑
と
は
、
本
来
は
道
隆

の
墓
所

(開
山
塔
)
の
こ
と
を

指
す
。
道
隆
の
塔
頭
が
西
来
庵
で
、
そ

の
中
で
も
開
山
塔

(開
山
堂
)
を
円
鑑
と
呼
称
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
道
隆

の
示
寂
後
、
道
隆
が
所
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る
鏡
に
、
観

音
像
、
あ
る
い
は
道
隆
ら
し
き
影
が
写

っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
道
隆
の
所
持
の
鏡
は
霊
鏡
の
如
く
扱
わ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
。
円
鑑
と
は
文
字
通
り
円
な
る
鏡

の
こ
と
を
指

し
、
道
隆
が
所
持
し
て
い
た
霊
鏡
は
、
全
く
円
形
で
は
な

い
た
め
、
円
鑑
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

開
山
塔

(開
山
堂
)
を
円
鑑
と
呼
称
す

る
た
め
、
道
隆
が

所
持
し
て

い
た
霊
鏡
が
、
「
円
鑑
」
と
混
同
さ
れ
て
し

ま

っ
た
可
能
性
が
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
誤
用
し
て

い
る
可
能
性
で
あ
る
。
後
世
、
こ
の
霊
鏡
を
書
写
し
た
も

の
に
、
多
く
の
禅
僧
が
讃
文
を
寄
せ
た
も
の
が
建
長
寺
に

も
数
軸
が
残

っ
て

い
る
。
こ
れ
を
、
現
在
は

「円
鑑
図
」

と
呼
称
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
誤
用

の
可
能
性
は
あ
る

が
、

一
応
通
用
し
て
い
る
呼
称
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は

そ
の
ま
ま

「
円
鑑
図
」
と
し
て
用

い
る
こ
と
と
す
る
。

(31
)
建
長
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
通
称

「円
鑑

図
」
に

つ
い
て
は
、

図
録

『
北
条

時

頼

と

そ

の
時

代

』

(
鎌

倉

国
宝

館
、
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二
〇

一
三
年
、
九
二
頁
)
に
よ
る
。

(32
)
蘇
州

(江
蘇
省
)
府
城
東
南
隅
に
存
す
る
双
塔
寿
寧
万
歳

禅
寺
の
こ
と
。
唐
代
に
般
若
寺
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
太
平
興
国
九
年

(九
八
二
)
に
双
塔
が
建
立
さ

れ
、
双
塔
寺
と
称
さ
れ
る
。
東
塔
は
舎
利
塔
、
西
塔
は
功

徳
塔
。
清
代
に
重
建
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。

(33
)
臨
済
宗
松
源
派
の
無
明
慧
性

(
=

六
〇
～

一
二
三
七
、

ま
た
は

一
一
六
二
～

一
二
三
七
)
の
こ
と
。
達
州

(四
川

省
)
巴
渠
の
李
氏
。
松
源
崇
嶽
の
法
を
嗣
ぐ
。
盧
山
の
帰

崇
寺
な
ど
を
経
て
蘇
州
の
陽
山
尊
相
寺

・
双
塔
寿
寧
寺
に

住
し
た
。
法
嗣
に
蘭
渓
道
隆
と
顔
汝
勲

(
一
斎
居
士
)
が

い
る
。
『無
明
和
尚
語
録
』

一
巻
が
存
す
る
。
佐
藤
秀
孝

「
無
明
慧
性

の
活
動
と

『無
明
和
尚
語
録
』
1
建
長
寺
開

山
蘭
渓
道
隆
を
育
成
印
可
し
た
南
宋
禅
者
1
」

(『駒
澤
大

学
禅
研
究
所
年
報
』
第

二
十

一
号
、
二
〇
〇
九
年
)
参

照
。

(34
)
「
牛
過
窓
櫨
」

の
公
案
。
水
帖
牛
が
窓
の
格
子
越
し
に
通

り
過
ぎ
て
い
っ
た
時
、
頭
も
角
も
四
本
足
も
全
て
通
り
過

ぎ
た
の
に
、
尻
尾
だ
け
が
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
で
き
な
い

理
由
を
問
う
公
案
。
『応
庵
和
尚
語
録
』
巻
五

「建
康
府

蒋
山
太
平
興
国
禅
寺
語
録
」

の

「
径
山
大
慧
禅
師
至
上

堂
」
に
よ
れ
ば
、
楊
岐
派

の
仏
眼
清
遠

(
一
〇
六
七
～

一
一
二
〇
)
が
五
祖
法
演
に
参
じ
た
時
、
法
演
が
示
し
た

(
35
)

(
36
)

た
と
え
話
と
し
て

「我
為
レ
祢
説
二
箇
喩
子
一。
正
如
下
一

人
牽
二
一
頭
牛

一従
二
窓
橿
中

一過
」
、
両
角
四
諦
悉
皆
過
了
、

唯
尾
巴
過
不
レ
得
」

(続
蔵

一
二
〇
・
四
二

一
b
～

c
)
と

示
さ
れ
て
い
る
の
が
最
も
古

い
。
『無
門
関
』
第
三
十
八

則

「牛
過
窓
橘
」
に

「
五
祖
日
、
讐
如
三
水
粘
牛
過
二
窓

　　
　

橿

一、
頭
角
四
諦
都
過
了
、
因
二
甚
塵

一尾
巴
過
不
レ
得
。

無
門
日
、
若
向
二
這
裏

}顛
倒
、
著
二
得

一
隻
眼
↓、
下
二
得

一
転
語

一、
可
下
以
上
報
二
四
恩

一
下
資
中
三
有
上
。
其
或

未
レ
然
、
更
須
レ
照
二
顧
尾
巴
一始
得
。
頒
日
、
過
去
堕
二
坑

錘

一、
回
来
却
被
レ
壊
。
者
些
尾
巴
子
、
直
是
甚
奇
怪
」

(大
正
蔵
四
八
・二
九
七
c
)
と
あ
る
。

江
州

(江
西
省
九
江
市
)
の
盧
山
に
存
す
る
帰
宗
寺
の
こ

と
。
謄
雲
寺
と
も
。
東
晋

の
成
康
六
年

(三
四
〇
)
に
、

右
将
軍
の
王
義
之
が
邸
宅
を
改
め
て
寺
と
し
、
イ
ン
ド
僧

の
達
磨
多
羅
を
住
せ
し
め
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
唐
代
に

は
、
馬
祖
下
の
帰
宗
智
常
が
住
し
た
。
宋
代
に
は
黄
龍
派

の
黄
龍
慧
南
、
門
下
の
宝
峰
克
文
が
住
し
て
い
る
。

祠
山
大
帝

の
こ
と
。
張
大
帝
と
も
。

江
西

・
江
蘇

・
漸

江

・
安
徽

一
帯

の
地
方
に
お
い
て
盛
ん
に
祭
祀
さ
れ
た
神

の
こ
と
。
蘭
渓
道
隆
が
日
本
に
伽
藍
神
と
し
て
将
来
し
て

以
降
、
禅
宗
寺
院
の
伽
藍
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
。
ま
た
、

「
日
本
建
長
開
山
大
覚
禅
師
蘭
渓
和
尚
行
状
」
に
は
、
道

隆
が
祠
山
大
帝
と
の
因
縁
に
よ
り
、
日
本
に
来
朝
し
た
記
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(
37
)

(38
)

事
が
収
録
さ
れ
る
。
「蘭
渓
和
尚
行
状
」
に
よ
れ
ば
、
江

西
盧
山
の
帰
宗
寺
に
も
祀
ら
れ
て
い
た
ら
し

い
。
祠
山
大

帝
に
つ
い
て
は
、
二
階
堂
善
弘

「祠
山
張
大
帝
考
-
伽
藍

神
と
し
て
の
張
大
帝
1
」

(『関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀

要
』
第
二
十
八
号
、
二
〇
〇
七
年
)
な
ど
を
参
照
。

明
州

(漸
江
省
)
鄭
県

の
太
白
峰
天
童
山
景
徳
禅
寺
の
こ

と
。
中
国
五
山
第
三
位
。
西
晋
の
永
興
元
年

(三
〇
四
)

に
義
興
に
よ
り
開
創
さ
れ
、
唐
の
至
徳
二
年

(七
五
七
)

に
伽
藍
を
現
在
地
に
移
し
た
。
南
宋
代
に
は
宏
智
正
覚

.

虚
庵
懐
傲

・
長
翁
如
浄
ら
が
住
し
、
日
本
か
ら
も
栄
西

・

道
元
が
来
山
受
法
し
た
ほ
か
、
寒
巌
義
サ
や
徹
通
義
介
も

掛
搭
し
た
。
栄
西
は
天
童
山
の
虚
庵
懐
傲
の
も
と
で
禅
旨

を
究
め
、
臨
済
宗
黄
龍
派
を
伝
え
た
。
ま
た
、
蘭
渓
道
隆

も
日
本
に
赴
く
直
前
に
は
天
童
山
に
居
住
し
て
い
た
。
明

代

の

『天
童
山
志
』
五
巻
、
清
代

の

『新
纂
天
童
山
志
』

十
巻
な
ど
が
存
す
る
。

臨
済
宗
虎
丘
派

(松
源
派
祖
)
の
松
源
崇
嶽

(
一
=
二
二

～

一
二
〇
二
)
の
こ
と
。
処
州

(漸
江
省
)
竜
泉
松
源
の

呉
氏
。
密
庵
成
傑

(
一
一
一
八
～

一
一
八
六
)
の
法
を
嗣

ぐ
。
蘇
州

(江
蘇
省
)
陽
山
の
澄
照
寺
に
出
世
開
堂
し
た

後
、
蘇
州
の
虎
丘
山
雲
巌
寺
や
杭
州
の
北
山
霊
隠
寺
に
住

し
、
顕
親
報
慈
寺
を
開
く
。
法
嗣
に
運
庵
普
巌

・
掩
室
善

開

・
滅
翁
文
礼

・
無
明
慧
性
ら
が

い
る
。

『松
源
和
尚
語

(
39
)

(
40
)

(
41
)

(
42
)

(43
)

録
』

二
巻
が
存
す
る
。

杭
州

(漸
江
省
)
銭
塘
県
の
西
湖
南
岸

に
あ
る
南
屏
山
浄

慈
報
恩
光
孝
禅
寺

の
こ
と
。
南
山
浄

慈
寺
と
略
称
さ
れ

る
。
五
代
周
の
顕
徳
元
年

(九
五
四
)
に
呉
越
の
忠
酪
王

が
創
建
し
て
慧
日
永
明
院
と
称
し
、
法
眼
宗

の
永
明
延
寿

が
住
し
て

『宗
鏡
録
』
百
巻
を
撰
し
た

こ
と
で
名
高

い
。

北
宋
代
に
は
雲
門
宗
の
円
照
宗
本
や
大
通
善
本
な
ど
が
住

持
し
、
南
宋
初
期
に
浄
慈
報
恩
光
孝

禅
寺
と
改
め
ら
れ

る
。
南
宋
中
期
に
は
五
山
第
四
位
に
列
し
、
曹
洞
宗
の
長

翁
如
浄
や
大
慧
派
の
北
欄
居
簡
、
松
源
派
の
虚
堂
智
愚
な

ど
が
住
持
し
て
い
る
。
寺
志
と
し
て

『勅
建
浄
慈
寺
志
』

三
十
巻
が
存
す
る
。

『仏
日
普
照
慧
弁
楚
石
禅
師
語
録
』
巻

二
十
に
収
録
さ
れ

た

「楚
石
和
尚
行
状
」
に

「師
諦
梵
碕
、
字
楚
石
、
小
字

曇
曜
。
明
州
象
山
人
、
姓
朱
氏
」
(続
蔵

一
二
四
・
一
四
七

c
)
と
あ
る
。

『雪
…樵
独
唱
集
』
四

「説
」
の

「大
川
説
」
(五
山
新
五

・

二
四
八
)

『新
編
鎌
倉
志
』
巻
三

「建
長
寺
」
(白

石
克
編

『新
編
鎌

倉
志

(貞
享

二
刊
)
影
印

・
解
説

・
索

引
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
三
年
)

『円
通
寺
文
書
』
「大
覚
禅
師
道
号
偶
」

(『佐
賀
県
史
料
集

成
』
古
文
書
編
第
五
巻
、
佐
賀
県
立
図
書
館
、

一
九
六
〇
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(
44

)

(
45

)

(
46

)

(
47
)

(
48
)

(
49
)

年
、
二

=
二
頁
)

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
下

「
示
円
範
蔵
主
」

(蘭
渓
全
集

一
・九
七
b
)

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
下

「虚
堂
智
愚
践
文
」
(蘭
渓
全
集

一
・
一
五
八
a
)

『漸
江
通
史
』
巻
七

「蘭
渓
県
」
に

「名
勝
志

・
東
陽
記

云
、
蘭
渓
県
治
二
西
南
六
里

一。
有
二
蘭
隠
山

一故
名
以
二其

横
裁
大
渓

一名
二
蘭
渓

一」
と
あ
り
、
蘭
隠
山
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
こ
に
流
れ
る
大
き
な
河
川
を

「蘭
渓
」
と
称
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
地
は
、
唐
朝
に

よ

っ
て
蘭
渓
県

(現
在

の
斯
江
省
金
華
市
蘭
渓
市
)
が
設

置
さ
れ
、
元
貞
元
年

(
一
二
九
五
)
に
は
蘭
渓
州
に
改
編

さ
れ
、
洪
武
三
年

(
=
二
七
〇
)
に
再
び
蘭
渓
県
に
戻

っ

て
い
る
。
地
名
と
し
て
の

「蘭
渓
」
は
、
漸
江
省
の
蘭
渓

が

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。

『環
渓
和
尚
語
録
』
巻
下
に
収
録
さ
れ
る

「環
渓
和
尚
行

状
」
に
、
「師
諺
惟

一
、
環
渓
其
自
号
。
資
州
墨
池
買
氏

子
」
(続
蔵

一
二
二
・七
八
b
)
と
あ
る
。

南
宋
代
の
地
理
志

『輿
地
紀
勝
』

一
五
七

「
資
州
」
に

「
環
渓
。
在
二
資
陽
県
北
十
二
里

一、
自
二
簡
之
陽
安

一至
二

県
之
龍
山
一与
二
思
蓬
渓
一合
二
干
江

】」
と
あ
る
。

『増
集
続
伝
灯
録
』
巻
四

「杭
州
径
山
石
渓
心
月
禅
師
」

に

「
西
蜀
眉
州
人
」

(続
蔵

一
四
二
・四
〇
三
c
)
と
あ

る
。

(50
)
『東
帰
集
』
「偶
頒
」
(
『五
山
文
学
全
集
』
第

一
巻
、
思
文

閣
出
版
、
十
二
頁
)

(51
)
拙
稿

「
『蘭
渓

和
尚
語
録
』

解
題
」

(
蘭
渓
全
集

一
・

五
四
七
～
五
七
七
)
参
照

(
52
)
『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「建
長
寺
語
録
」
上
堂

§
一
(蘭

渓
全
集

一
・四
〇
a
)

・

(
53
)
西
川
石
像
は
、
嘉
州

(四
川
省
)
の
大
仏
。
西
川
は
西
の

川
、
蜀

(四
川
省
)
の
地
を
い
う
。
現
在
の
四
川
省
楽
山

市
に
あ
る
楽
山
大
仏
の
こ
と
。
岩
山
を
掘
り
、
九
十
年
か

け
て
造
ら
れ
た
巨
大
な
弥
勒
菩
薩
の
磨
崖
仏
で
あ
り
、
唐

の
貞
元
十
九
年

(
八
〇
三
)

に
完
成

し
た
。
高

さ
は

七
十

一
メ
ー
ト
ル
。
『
円
悟
仏
果
禅

師
語
録
』
巻
十
六

「拮
古
上
」
に

「
挙
、
雲
門
示
レ
衆
云
、
爾
若
実
未
レ
得
二

箇
入
頭
処

一三
世
諸
仏
在
二
爾
脚
眼
下

一、
一
大
蔵
教
在
二
爾

舌
頭
上
一。
且
向
二
葛
藤
処

一会
取
。
師
云
、
崇
寧
土
上

加
レ
泥
、
敢
道
、
直
得
下
潟
山
水
姑
触

二
殺
東
海
鯉
魚

一、

陳
府
鉄
牛
呑
中
却
嘉
州
大
像
上
」
(大
正
蔵
四
七
・七
九
〇

c
)
と
あ
り
、
『仏
光
国
師
語
録
』
巻

三

「相
州
巨
福
山

建
長
興
国
禅
寺
語
録
」
の

「
除
夜
小
参
」

に

「嘉
州
大

像
、
阿
阿
大
笑
。
黄
梅
石
女
、
大
叫

二
蒼
天

一。
因
レ
甚

如
レ
此
。

朱

顔
明

鏡

裏
、
古

剣

濁

膜

前

」
(
大

正
蔵

八
〇
・
一
五
九

c
)
と
あ
る
。



『輝 學研 究』第94號,2016年3月59

(
54
)

(
55
)

(
56

)

(
57

)

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「建
長
寺
語
録
」
上
堂

一①
O
(蘭

渓
全
集

丁

四
七
a
)

石
頭
は
、
南
宋
代
、
臨
済
宗
楊
岐
派

の
石
頭
自
回

(不

詳
)
の
こ
と
。
合
州

(現
在
の
重
慶
市
合
川
区
)
石
照
の

人
。
彰
州

(四
川
省
)
大
階
山
の
南
堂
元
静
に
参
じ
て
法

を
嗣
ぐ
。
合
州
の
釣
魚
台
に
庵
を
結
ん
で
住
し
た
。
『雲

臥

紀

談

』

巻

上

「
西

蜀

釣

魚

山

回

禅

師

」
(
続

蔵

一
四
八
・五
a
～
b
)

の
項
に
逸
話
を
伝
え
る
。
蘭
渓
道

隆
は
同
郷
の
先
哲
と
し
て

一
世
紀
前
の
自
回
の
こ
と
を
思

慕
し
て
い
た
ら
し
い
。

釣
魚
山
は
、
石
頭
自
回
が
庵
を
結
ん
で
住
し
た
合
州
の
釣

魚
山
の
こ
と
。
現
在

の
重
度
市
合
川
区
に
あ
る
釣
魚
城
。

合
州
は
河
川
が
合
流
す
る
地
。

巴
州

・
逢
州

・
果
州

・
閲
州
は
い
ず
れ
も
四
川
省
内

の
地

名
。
『石
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「住
建
康
能
仁
禅
寺
語
録
」

の
上

堂

に

「
巴
蓬

集

壁
、

去

レ
天

一
尺

」

(
続

蔵

一
二
三
・
三
〇
a
)
と
あ
り
、
集
州

・
壁
州
も
四
川
省
内

の
地
名
。
『五
灯
会
元
』
巻
二
十

の
処
州
連
雲
道
能
章
に

「
日
、
如
何
是
就
レ
肉
刮
レ
皮
。
師
日
、
嘉
眉
果
閲
、
懐
裏

有
レ
状
」
(続
蔵

二
二
八
・四
〇
〇
c
)
と
あ
り
、
嘉
州

・

眉
州
も
四
川
省
内

の
地
名
。
ち
な
み
に
石
渓
心
月
は
眉
州

の
人
、
連
雲
道
能
は
漢
州
の
人
で
あ
り
、
と
も
に
蘭
渓
道

隆
と
同
じ
蜀
僧
で
あ
る
。

(
58
)

(
59
)

(
60
)

(
61
)

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「建
仁
寺
語
録
」
上
堂

器
刈
(蘭

渓
全
集

一
・⊥ハ
六
b
)

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
上

「建
仁
寺
語
録
」
上
堂

N
ω○。
(蘭

渓
全
集

一
・六
七

a
)

鑑
泥
水
は
、
西
蜀
浩
州

(現
在

の
重
慶
市
浩
陵
区
)
に
あ

る
長
江
の
入
江
。
鑑
泥

・
龍
王
柁

・
鑑
湖
と
も
呼
ば
れ

る
。
南
宋
代

の
地
理
志

『輿
地
紀
勝
』
巻

一
七
四

「浩

州
」
に

「
鑑
泡
、
在
二
州
概
下

一、
遇
レ
日干
祈
レ
雨
有
レ
応
」

と
あ
る
。
鑑
泡
は
す
な
わ
ち
鑑
泥

の
こ
と
。
清
代

の

『道

光
重
慶
府
志
』
巻

一

「
輿
地
志
」
「
山
川

〈浩
州
〉
」
に

「龍
王
柁
、
州
西
北

一
里
、
又
名
二
鑑
湖

一。
水
漂
三
游
最

険
」
(『中
国
地
方
志
集
成

・
四
川
府
県
志
輯
』
五

・
巴
蜀

舎
社
)
と
あ
る
。

銅
柱
灘
は
、
西
蜀
浩
州

(現
在
の
重
慶
市
渚
陵
区
)
の
長

江

の
江
中
に
あ
る
灘
。
南
宋
代
の
地
理
志

『輿
地
紀
勝
』

巻

一
七
四

「浩
州
」
に

「
銅
柱
灘
、
見
二
九
域
志

一。
又

周
地
図
記
云
、
浩
陵
江
中
有
二
銅
柱
灘

一。
昔
人
於
レ
此
維

舟
見
水
底
有
二
銅
柱

一、
故
名
。
銅
柱

灘
、
最
峻
急
」
と

あ
る
。
ま
た
、
『道
光
重
慶
府
志
』
巻

一
「輿
地
志
」
「山

川

〈浩
州
〉
」
に

「銅
柱
灘
。
宇
記
周

地
図
記
云
、
浩
陵

江
中
有
二銅
柱
灘

一。
灘
、
昔
日
人
於
レ
此
維
舟
見
二
水
底
一

有
二
鍋
柱

}、
故
名
。
灘
最
俊
急
」
(
『中
園
地
方
志
集
成

・

四
川
府
県
志
輯
』
五

・
巴
蜀
舎
社
)
と
あ
る
。



60

(
62

)

蘭渓道隆の出身地についての一考察

(
63

)

(
64

)

『蘭
渓
和
尚
語
録
』
巻
下

「虚
堂
智
愚
蹟
文
」
(蘭
渓
全
集

一
・
一
五
八
a
)

眠
峨
は
、
四
川
省
に
あ
る
眠
山
と
峨
眉
山
の
こ
と
。
眠
山

と
は
四
川
省
北
部
の
甘
粛
省
と
の
境
に
あ
り
、
北
西
か
ら

南
東
に
延
び
る
山
脈
で
、
そ

の
南
端

に
峨
眉
山
が
あ
る
。

眠
山
は
山
頂
に
残
雪
が
あ
る
た
め
雪
山
と
も
い
う
。
峨
眉

山
は
四
川
省
峨
眉
県
の
西
南
に
あ
り
、
眠
山
か
ら
延
び
て

大
小
金
川
と
眠
江
と
の
分
水
嶺
と
な

っ
て
い
る
。
峨
眉
山

は
仏
教
で
は
光
明
山
、
道
教
で
は
虚
霊
洞
天
な
ど
と
も
い

い
、
山
西
の
五
壼
山
、
漸
江
の
普
陀
山
と
並
ぶ
中
国
三
大

霊
場
の

一
で
も
あ
る
。

『延
宝
伝
灯
録
』
・
『本
朝
高
僧
伝
』
・
『扶
桑
五
山
記
』
以

外
の
義
翁
紹
仁
の
関
係
史
料
を

い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

『仏
光
国
師
語
録
』
「
小
仏
事
」
の

「建
仁
長
老
入
祖
堂
」

「白
雲
青
山
児
、
青
山
白
雲
父
。
白
雲
去
而
青
山
随
、
青

山
走
而
白
雲
不
レ
住
。
義
翁
面
目
澱
然
、
正
是
子
帰
就
レ

父
」
(大
正
蔵
八
〇
・
一
七
五
b
)
と
あ
り
、
こ
こ
で
言
う

建
仁
長
老
は
義
翁
紹
仁
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『大
休
和
尚
語
録
』
「仏
祖
讃
頒
」
に

「
大
覚
禅
師

・
兀

庵

・
義
翁

・
無
学

・
大
休
五
頂
相
」
と
題
し
た

「宗
分
正

派
、
枝
同
本
根
。
拮
レ
槌
竪
レ
払
各
称
レ
尊
。
傾
蓋
相
忘
、

目
撃
道
存
。
夜
半
金
烏
出
二
海
門

一、
重
見

一
花
開
二
五

葉

一。
大
家
扶
二
竪
破
砂
盆
一
〈為
二
守
殿

一処
レ
讃
〉」
(大

(
65
)

(66
)

(
67

)

日
仏
九
六
・
コ
ニ
八
b
)
と
い
う
讃
文

が
収
録
さ
れ
て
お

り
、
大
休
正
念
が
蘭
渓
道
隆

・
兀
庵
普
寧

・
義
翁
紹
仁

・

無
学
祖
元
と
自
分
を
含
む
五
人
の
頂
相
に
対
し
て
北
条
時

宗

の
為
に
讃
し
て
い
る
。
五
人
と
も

に
、
北
条
時
宗
が
参

学
し
た
渡
来
僧
で
あ
る
。
建
長
寺
所
蔵

『巨
福
山
建
長
興

国
禅
寺
諸
回
向
並
疏
冊
子
』
「巨
福
山
建
長
興
国
全
寺
年

中
調
経
井
前
住
記
」
六
月
条

に

「初

二

普
覚
禅
師
忌
」

と
あ
る
の
で
、
六
月
二
日
の
示
寂
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

『延
宝
伝
灯
録
』
巻
十
六

「相
州
建

長
寺
沙
門
紹
仁
伝
」

(大
日
仏

一
〇
八
・二
二
五
)

『本
朝
高
僧
伝
』
巻
二
十

一

「相
州
建
長
寺
沙
門
紹
仁
伝
」

(大
日
仏

一
〇
二
・二
九
六
)

『扶
桑
五
山
記
』
「建
長
寺
住
持
位
」

(玉
村
竹
二

『扶
桑

五
山
記

』
、
鎌
倉

市

教
育

委

員

会
、

一
九

六

三
年
、

二

四
頁
)


